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か
れ
た
後
ガ
ン
ジ
ス
河
に
葬
ら
れ
、
火

葬
も
ま
ま
な
ら
ぬ
屍
は
河
へ
流
さ
れ

る
。
そ
の
光
景
は
あ
ま
り
に
強
烈
で
驚

く
ば
か
り
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
カ
ー
ス
ト

制
度
、
貧
富
入
り
交
じ
っ
た
暮
ら
し
、

そ
の
中
で
の
お
釈
迦
様
の
布
教
活
動

は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
難
し
い
も

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 
 

お
釈
迦
様
は
二
九
歳
で
出
家
、
六
年

間
の
苦
行
の
末
お
悟
り
を
開
か
れ
、
そ

の
後
四
五
年
間
イ
ン
ド
の
各
地
を
旅

し
な
が
ら
説
法
を
続
け
ら
れ
、
八
〇
歳

で
ご
入
滅
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

二
月
十
六
日
夕
方
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に

到
着
す
る
。
お
釈
迦
様
涅
槃
の
地
、
こ

こ
に
ビ
ル
マ
の
仏
教
徒
大
菩
提
会
が

建
立
し
た
涅
槃
堂
が
あ
り
堂
の
周
り

に
は
沙
羅
の
木
が
生
い
茂
る
。
堂
内
に

は
全
長
七
〜
八
㍍
の
お
釈
迦
様
が
頭

を
北
に
し
、
お
顔
を
西
に
向
け
、
右
脇

を
下
に
し
右
手
は
頭
の
下
に
当
て
、
両

足
を
重
ね
て
臥
し
て
い
る
。
金
色
の
お

顔
だ
け
が
見
え
て
他
は
大
き
な
茶
褐

色
の
袈
裟
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
お
参
り

の
ご
寺
院
方
十
数
名
で
観
音
経
を
読

誦
し
一
般
在
家
の
方
々
も
混
じ
っ
て

合
掌
に
て
釈
迦
涅
槃
像
を
巡
る
。
ま
さ

に
ご
入
滅
の
大
地
、
沙
羅
樹
の
下
、
お

涅
槃
図
の
状
景
そ
の
ま
ま
が
脳
裏
に

浮
か
び
感
涙
ひ
そ
か
に
衣
襟
を
ひ
た

す
。 

「
こ
れ
か
ら
私
亡
き
あ
と
は
、
自
分
を 

灯
明
と
し
、
私
の
教
え
て
き
た
法
を 

灯
明
と
し
て
生
き
な
さ
い
」 

（
自
灯
明
法
灯
明
） 

と
の
お
言
葉
を
残
さ
れ
、
二
月
十
五

日
満
月
の
夜
、
多
く
の
弟
子
た
ち
、
沢

山
の
動
物
、
生
き
物
等
に
囲
ま
れ
て
最

後
を
迎
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
仏
弟
子

と
し
て
お
釈
迦
様
の
国
へ
お
参
り
で
き

た
こ
と
は
無
上
の
喜
び
、
法
幸
至
極
、

ま
さ
に
仏
縁
で
し
た
。
仏
恩
報
謝
は
少

し
で
も
多
く
の
人
に
教
え
を
広
め
て
い

く
こ
と
と
肝
に
銘
じ
て
お
り
ま
す
。 

「
こ
こ
ろ
し
ず
か
な
り
、
語
（
こ
と
ば
）

お
だ
や
か
な
り
、
行
い
も
ゆ
る
や
か
な

り
、
こ
の
人
こ
そ
正
し
き
さ
と
り
を
得
、

身
と
心
の
安
ら
ぎ
を
得
た
る
人
な
り
」 

 
 
 
 
 
 
 

（
法
句
経
九
六
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

法
句
経
は
全
部
で
四
二
三
偈
、
お
釈

迦
様
の
示
し
た
法
話
を
歌
の
形
に
し
て

ま
と
め
た
も
の
で
、
真
実
の
言
葉
で
綴

っ
た
句
集
で
す
。
そ
の
中
の
感
銘
深
い

一
偈
を
紹
介
し
ま
し
た
。 

 

現
代
は
あ
ま
り
に
落
ち
着
き
の
な
い

殺
伐
と
し
た
不
安
だ
ら
け
の
世
の
中
で

す
が
、
少
し
で
も
お
釈
迦
様
の
教
え
に

学
び
実
行
し
心
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が

報
恩
の
道
と
心
得
て
お
り
ま
す
。
願
わ

く
は
再
度
（
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
）
仏

の
国
へ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み

に
我
が
生
涯
の
伴
侶
は
有
難
く
も
イ
ン

ド
仏
縁
に
て
。 

 
 
 

住
職
合
掌 

文
芸
中
条
三
二
号
よ
り
（
平
十
七
） 
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お
釈
迦
さ
ま
の
国
へ 

 
 
 
 
 
 

涅
槃
会
に
ち
な
み 

も
う
二
四
年
も
昔
の
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
大
本
山
永
平
寺
の
修
行
か
ら

中
条
へ
戻
っ
た
の
が
昭
和
五
五
年
の

秋
、
そ
の
翌
年
の
二
月
、
当
時
の
永
平

寺
七
六
世
秦
慧
玉
禅
師
様
が
団
長
を
務

め
る
「
イ
ン
ド
祇
園
精
舎
の
鐘
落
慶
法

要
」
に
参
加
で
き
る
ご
縁
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
二
月
十
一
日
成
田
空
港
を
出

発
、
バ
ン
コ
ク
を
経
由
し
て
ネ
パ
ー
ル
、

北
イ
ン
ド
に
点
在
す
る
お
釈
迦
さ
ま
の

聖
跡
を
巡
拝
す
る
十
一
日
間
の
旅
で
し

た
。 「

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常

の
響
あ
り
」
と
平
家
物
語
の
冒
頭
に
謳

わ
れ
て
は
い
る
が
、
バ
ル
ラ
ン
プ
ー
ル

の
精
舎
跡
に
は
梵
鐘
が
な
く
寂
し
い
か

ぎ
り
で
し
た
が
、
昭
和
五
二
年
に
浄
財

を
募
り
、
イ
ン
ド
政
府
の
協
力
に
よ
っ

て
四
年
後
念
願
の
梵
鐘
と
鐘
楼
堂
が
建

立
さ
れ
、
そ
の
撞
き
初
め
式
に
参
列
で

き
る
と
い
う
好
縁
で
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
四
大
聖
地
（
生
誕
の
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
、

お
悟
り
を
開
か
れ
た
ブ
ダ
ガ
ヤ
、
初
め

て
教
え
を
説
か
れ
た
サ
ル
ナ
ー
ト
、
ご 

入
滅
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
）
始
め
、
お
釈

迦
様
が
説
法
し
て
回
ら
れ
た
大
地
を
直

に
こ
の
身
体
で
、
歩
い
て
、
肌
で
感
じ

て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

イ
ン
ド
は
不
思
議
な
国
、
カ
ル
カ
ッ

タ
空
港
か
ら
降
り
た
時
の
気
候
風
土
の

違
い
に
よ
る
何
と
も
言
え
な
い
匂
い
、

牛
が
車
を
止
め
て
道
路
を
横
切
り
、
路

上
に
は
や
せ
細
っ
た
裸
足
の
子
ど
も
、

物
乞
い
の
人
等
、
貧
し
い
人
が
溢
れ
て

い
る
。
二
月
十
六
日
早
朝
ベ
ナ
レ
ス
の

聖
な
る
河
、
ガ
ン
ジ
ス
で
ヒ
ン
ズ
ー
教

徒
の
沐
浴
風
景
を
見
学
、
河
に
面
し
た

と
こ
ろ
に
水
の
増
減
に
合
わ
せ
た
石
段

が
あ
り
沐
浴
場
所
に
な
っ
て
い
る
。
洗

濯
す
る
人
、
水
を
飲
む
人
、
浸
か
っ
て

は
祈
る
人
、
そ
の
河
岸
に
は
火
葬
場
が

あ
り
煙
が
立
ち
昇
る
。
傍
ら
に
は
順
番

を
待
つ
死
骸
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。
焼  


