
特
集
・
階
唐
期
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
宗
派
意
識

は
じ
め
に

ー
”
階
唐
期
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
宗
派
意
識
”

　
　
縁
起
と
若
干
の
コ
メ
ン
ト
ー

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の馬

　
淵
　
昌
　
也

　
一
昨
年
の
秋
十
一
月
十
一
日
、
学
習
院
大
学
西
二
号
館
五
〇
三
号

室
を
会
場
に
、
”
陪
唐
期
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
宗
派
意
識
”
と
い
う
テ

ー
マ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
、
学
習
院
大
学
文

学
部
の
鶴
間
和
幸
教
授
を
代
表
と
す
る
、
日
本
学
術
振
興
会
ア
ジ
ア

研
究
教
育
拠
点
事
業
の
“
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
”
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
”
思
想
と
知
識
の
交
流
”
班
の
企
画
で

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
企
画
者
と
し
て
は
、
日
本
・
韓
国
・
中
国
の

三
国
の
出
身
で
、
か
つ
三
国
の
研
究
機
関
で
活
躍
中
の
、
三
国
仏
教

研
究
を
専
門
と
さ
れ
て
い
る
学
者
の
方
々
に
お
集
ま
り
頂
き
、
三
国

の
仏
教
に
跨
っ
た
議
論
を
、
”
階
唐
期
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
宗
派
意
識
”

と
い
う
点
に
集
中
し
て
行
っ
て
頂
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
報
告
者
は
、
日
本
出
身
で
日
本
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
方
と
し
て

は
、
華
厳
教
学
を
軸
に
東
ア
ジ
ア
仏
教
を
幅
広
く
研
究
し
て
お
ら
れ

る
吉
津
宜
英
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
教
授
、
天
台
教
学
を
中
心
に
日
本

古
代
の
仏
教
か
ら
日
本
古
代
中
世
の
文
芸
論
・
芸
術
論
ま
で
広
範
に

研
究
し
て
お
ら
れ
る
新
川
哲
雄
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
を
お
迎
え

し
た
。
韓
国
ご
出
身
の
方
と
し
て
は
、
日
本
の
姫
路
猫
協
大
学
に
奉

職
さ
れ
て
ご
活
躍
中
の
、
韓
国
・
日
本
の
華
厳
教
学
双
方
に
わ
た
っ

て
深
い
研
究
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
金
天
鶴
助
教
授
に
お
い
で
頂
い

た
。
そ
し
て
中
国
出
身
で
中
国
で
ご
活
躍
の
先
生
方
と
し
て
は
、
中

国
中
世
の
仏
教
歴
史
地
理
学
が
ご
専
門
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
復
旦
大
学

歴
史
地
理
研
究
中
心
の
張
偉
然
教
授
、
及
び
唐
代
の
詩
文
を
中
心
と

す
る
文
学
研
究
が
ご
専
門
の
復
旦
大
学
中
文
系
の
陳
引
馳
教
授
に
お

願
い
申
し
上
げ
た
。
更
に
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
と
し
て
、
中
国
ご
出
身

で
日
本
で
ご
活
躍
の
お
二
人
、
即
ち
、
清
代
か
ら
近
代
の
中
国
仏
教

で
旺
盛
な
ご
研
究
を
展
開
さ
れ
て
い
る
陳
継
東
武
蔵
野
大
学
助
教
授
、

山
家
・
山
外
論
争
を
中
心
と
す
る
中
国
宋
代
天
台
学
研
究
の
第
一
人

者
、
林
鳴
宇
学
習
院
大
学
講
師
に
お
願
い
し
た
。
そ
し
て
司
会
を
、

恥
ず
か
し
な
が
ら
、
元
来
い
わ
ゆ
る
中
国
近
世
儒
教
が
専
門
で
あ
っ

た
が
、
近
年
唐
代
華
厳
教
学
の
研
究
に
も
足
を
突
っ
込
み
始
め
た
、
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不
肖
馬
淵
昌
也
が
担
当
さ
せ
て
頂
い
た
次
第
で
あ
る
。
司
会
の
小
生

を
除
け
ば
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
報
告
者
・
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー

と
し
て
は
、
会
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
上
な
い
メ
ン
バ
ー
を

お
迎
え
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
自
負
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
が
立
ち
上
が
っ
た
経
緯
に
つ

い
て
若
干
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
冒
頭
に
も
記
し
た
如
く
、
本
集

会
は
、
”
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
”
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一

環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
ど
も
と
し
て
は
、
鶴
間

教
授
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
足
す
る
に
当
た
っ
て
、
”
思
想
と
知
識

の
交
流
”
の
分
科
会
を
組
織
し
、
い
か
に
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体

と
の
連
関
の
も
と
に
有
意
義
な
活
動
が
で
き
る
か
を
考
え
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
中
で
出
て
き
た
認
識
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
東
ア
ジ

ア
海
文
明
の
共
通
性
を
支
え
る
基
盤
と
な
っ
た
の
は
仏
教
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
鶴
間
教
授
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
、
日
本
の
学
習
院
大
学
、
韓
国
の
慶
北
大
学
校
、
中
国
の
復
旦

大
学
と
の
連
携
の
上
で
、
「
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
」
と

い
っ
た
大
き
な
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
研
究
交
流
を
展
開
し
、
共
同
の

研
究
・
教
育
拠
点
の
構
築
に
つ
な
げ
る
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏

教
の
問
題
に
つ
い
て
な
ら
、
こ
の
三
校
の
協
働
の
も
と
に
な
ん
ら
か

の
有
意
味
な
企
画
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
復
旦
大
学
と
慶
北
大
学
校
と
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
、
東

ア
ジ
ア
古
代
期
の
仏
教
の
、
特
に
宗
派
意
識
に
関
す
る
問
題
に
テ
ー

マ
を
絞
る
こ
と
に
決
定
し
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
が
発
足
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
上
記
各
参
加
者
の
先
生
方
に
、
ご
発
表
或
い

は
コ
メ
ン
ト
の
依
頼
を
さ
し
あ
げ
、
ご
快
諾
頂
け
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
韓
国
ご
出
身
で
、
現
在
韓
国
で
ご
活
躍
中
の
報
告
者
と
し
て
、

当
初
ご
参
加
頂
け
る
は
ず
で
あ
っ
た
、
唐
代
史
の
専
門
家
と
し
て
著

名
な
、
慶
北
大
学
校
歴
史
教
育
学
科
の
任
大
煕
教
授
が
、
や
む
を
え

な
い
ご
事
情
で
急
遽
お
い
で
頂
け
な
か
っ
た
こ
と
が
、
小
生
ら
企
画

者
側
が
密
か
に
期
待
し
た
も
う
一
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
、
即
ち
文
・
史
・

哲
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
跨
っ
て
企
画
を
行
う
と
い
う
点
で
、
史
の
部

分
が
少
し
弱
く
な
っ
て
画
竜
点
晴
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
残

念
で
あ
っ
た
。

　
当
日
は
、
ま
ず
吉
津
教
授
の
イ
ン
ド
・
中
国
・
韓
国
・
日
本
に
跨

っ
て
の
総
括
的
な
枠
組
み
の
提
示
、
特
に
日
本
に
お
け
る
閉
じ
た
セ

ク
ト
と
し
て
の
“
宗
派
”
の
存
在
の
問
題
性
か
ら
入
っ
て
、
新
川
教

授
の
、
最
澄
に
即
し
た
特
殊
日
本
的
な
排
他
的
な
”
宗
派
”
意
識
の

成
立
事
情
の
詳
細
な
分
析
を
頂
き
、
続
い
て
金
助
教
授
か
ら
韓
国
新

羅
時
代
に
お
け
る
、
日
本
に
比
せ
ば
全
く
異
な
っ
て
淡
白
な
”
宗
派
”

意
識
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
し
て
陳
引
馳
先
生
か
ら
仏
教
者
の

外
に
あ
る
中
国
士
大
夫
に
よ
る
”
宗
派
”
認
識
の
問
題
に
つ
い
て
の

お
話
を
頂
き
、
最
後
に
張
偉
然
教
授
よ
り
、
後
世
の
”
宗
派
”
認
識

と
同
時
代
的
状
況
の
差
異
に
つ
い
て
の
お
話
を
頂
い
た
。
そ
の
後
に
、

陳
・
林
両
先
生
か
ら
の
刺
激
的
コ
メ
ン
ト
が
各
報
告
者
に
投
げ
か
け

ら
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
最
後
に
全
体
討
論
が
行
わ
れ
た
。
特
に
最

後
の
全
体
討
論
に
は
、
ご
来
場
の
、
東
ア
ジ
ア
唯
識
学
が
ご
専
門
の

橘
川
智
昭
東
洋
大
学
講
師
、
韓
国
華
厳
学
が
ご
専
門
の
佐
藤
厚
東
洋
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大
学
講
師
、
日
本
中
世
の
真
言
と
禅
宗
が
ご
専
門
の
千
葉
正
駒
澤
大

学
仏
教
経
済
研
究
所
研
究
ロ
貝
、
中
国
の
道
教
・
仏
教
の
両
面
に
わ
た

っ
て
ご
研
究
を
展
開
し
て
こ
ら
れ
た
宮
澤
正
順
埼
玉
工
業
大
学
特
別

客
員
教
授
、
中
国
南
北
朝
か
ら
晴
唐
に
か
け
て
の
唯
識
学
が
ご
専
門

の
吉
村
誠
駒
澤
大
学
専
任
講
師
、
そ
し
て
学
習
院
大
学
の
鐘
江
宏
之

助
教
授
（
日
本
古
代
史
）
、
学
習
院
大
学
の
高
柳
信
夫
教
授
（
中
国

近
代
思
想
）
、
そ
し
て
鶴
間
和
幸
教
授
（
中
国
古
代
史
）
等
の
各
方

面
の
専
門
家
も
参
加
さ
れ
て
、
活
発
か
つ
充
実
し
た
討
論
が
行
わ
れ

た
。
開
催
日
は
ち
ょ
う
ど
学
会
シ
ー
ズ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

様
々
な
大
学
な
ど
で
学
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
同
時
並
行
的
に

開
催
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
〇
名
も
の
来
聴
の
方
々
を

お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
な
盛
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

方
の
ご
発
表
或
い
は
コ
メ
ン
ト
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
特
集
の
中

に
、
各
先
生
方
か
ら
頂
い
た
論
考
が
す
べ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

直
接
ご
覧
頂
き
た
い
。

　
当
日
、
各
先
生
方
の
報
告
及
び
コ
メ
ン
ト
、
そ
し
て
最
後
の
全
体

討
論
を
通
じ
て
、
小
生
が
獲
得
し
た
認
識
を
こ
こ
で
若
干
披
露
さ
せ

て
頂
き
、
解
題
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
小
生
が
改
め
て
確
認
し
た

こ
と
は
、
“
宗
派
意
識
”
と
い
う
表
題
に
も
含
ま
れ
る
、
”
宗
派
”
に

関
わ
る
問
い
そ
の
も
の
が
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
あ
り
方
と
い
う

も
の
を
前
提
と
し
て
、
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
日
本
で
は
、
現
在
、
仏
教
は
教
義
・
専
従
者
組
織
（
僧
団
）
・

寺
院
・
信
徒
と
い
っ
た
各
方
面
に
わ
た
り
、
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
た

組
織
に
分
か
れ
て
存
在
・
活
動
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
”
宗
派
”
と

い
う
用
語
で
呼
称
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
教
義
・
僧
侶
・
寺

院
・
信
徒
と
も
に
、
二
つ
以
上
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
く
、
相

互
に
排
他
的
な
組
織
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
、
宗
と
呼

ば
れ
る
上
位
の
区
分
と
、
派
と
呼
ば
れ
る
下
位
の
区
分
が
存
在
し
て

い
る
。
こ
れ
を
、
我
々
が
”
宗
派
”
を
考
え
る
時
に
、
自
覚
的
か
否

か
を
問
わ
ず
、
強
力
な
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
参
照
枠
と
し
て
使
い
な
が
ら
、
あ
る
時
代
の
あ
る
地

域
に
は
、
”
宗
派
”
が
成
立
し
て
い
る
、
と
か
、
し
て
い
な
い
、
と

い
っ
た
議
論
を
す
る
、
そ
う
し
た
問
い
の
機
制
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
い
の
機
制
と
い
う
も
の
は
、
恐
ら
く
、
儒

教
は
宗
教
か
道
徳
か
、
と
か
、
ア
ジ
ア
に
は
哲
学
は
あ
る
の
か
、
或

い
は
中
国
に
封
建
制
は
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
と
同
じ
く
、

近
代
に
な
っ
て
始
め
て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア

の
中
で
も
日
本
は
、
欧
米
世
界
と
直
接
対
峙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後

に
、
い
ち
早
く
そ
の
制
度
や
文
化
を
自
ら
も
身
に
付
け
る
べ
き
も
の

と
し
て
積
極
的
に
導
入
を
行
っ
た
。
そ
の
経
過
の
中
で
、
欧
米
文
化

に
お
け
る
重
要
な
語
彙
が
、
た
と
え
ば
英
語
の
話
＝
σ
q
δ
づ
は
宗
教
、

9
　
o
ω
o
℃
ξ
は
哲
学
、
ω
。
一
雪
8
は
科
学
、
b
o
弊
一
。
ω
は
政
治
、
譜
亭

量
房
日
は
封
建
制
な
ど
と
、
漢
語
を
手
掛
か
り
に
翻
訳
さ
れ
て
い

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
今
度
は
こ
れ
ま
で
自
分
た
ち

が
培
っ
て
き
た
文
化
的
遺
産
、
歴
史
的
事
象
は
、
果
た
し
て
こ
れ
ら
、

欧
米
起
源
の
諸
概
念
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
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を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
欧
米
社
会
の
特
殊
な

歴
史
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
る
諸
概
念
を
、
普
遍
概
念
と
し
て
受
け

取
る
と
い
う
、
根
本
的
な
認
識
の
錯
誤
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
錯
誤
は
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
た
と
き
に
錯
誤
だ
と
認
識
で
き
る

だ
け
で
、
当
時
の
日
本
人
を
責
め
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
た
だ
、

こ
の
時
以
来
、
極
論
す
れ
ば
、
我
々
は
果
た
し
て
レ
ベ
ル
的
に
”
人

間
”
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
と
同
じ
よ
う
な
問
題
と
し
て
、

自
ら
の
文
化
遺
産
、
歴
史
事
象
に
関
し
て
、
欧
米
で
歴
史
的
に
形
成

さ
れ
た
概
念
を
普
遍
的
も
の
さ
し
と
し
て
受
け
取
り
な
が
ら
、
身
の

丈
を
測
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
こ
う
し
た
問
い
を
過

去
の
文
化
遺
産
・
歴
史
事
象
に
投
げ
か
け
る
こ
と
自
体
が
、
非
歴
史

学
的
意
識
で
あ
り
、
時
代
錯
誤
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
問
い
は
、
今
日
な
お
か
つ
、
た
と
え
ば
日
本
に

は
近
代
の
指
標
と
し
て
の
、
自
立
し
た
個
人
が
成
立
し
て
い
る
か
否

か
、
と
い
っ
た
問
い
な
ど
の
形
で
尾
を
引
い
て
お
り
、
な
お
も
我
々

の
思
考
回
路
を
と
も
す
れ
ば
支
配
す
る
機
制
と
し
て
作
動
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
う
し
た
情
勢
の
中
で
、
江
戸
幕
藩
体
制
下

で
す
で
に
成
立
し
て
い
た
”
宗
”
や
”
派
”
と
い
っ
た
呼
称
で
自
他

と
も
に
相
当
に
安
定
し
た
形
で
呼
ば
れ
て
い
た
存
在
が
、
廃
仏
殿
釈

に
よ
り
政
府
の
支
持
を
失
い
、
更
に
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
脅
威
を
前

に
し
て
、
仏
教
は
宗
教
な
の
か
ー
そ
れ
は
一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
を
最
高
と
し
、
仏
教
も
見
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
一
種
と
見
な
さ
れ

う
る
多
神
教
は
そ
れ
よ
り
グ
レ
ー
ド
の
低
い
質
の
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
同
時
に
包
含
し
て
い
た
ー
、
な
ど
の
問
い
と
と
も
に
、
仏
教
の

存
在
の
正
当
性
と
意
義
を
真
剣
に
と
ら
え
直
し
、
発
信
し
な
お
そ
う

と
す
る
人
々
に
1
日
本
近
代
初
期
の
仏
教
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
一
方

で
仏
教
専
従
者
で
あ
っ
た
1
自
覚
的
に
認
識
さ
れ
、
”
宗
派
”
と
い

う
も
の
の
構
造
・
特
質
が
改
め
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
過
去
の
手
引
き
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
凝
然
の

『
八
宗
綱
要
』
な
ど
が
著
者
の
思
惑
を
超
え
つ
つ
活
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
問
い
の
立
て
方
は
、
結
果
と
し
て
中
国

や
韓
国
に
も
波
及
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
に
つ
い
て
い
え
ば
、

中
国
近
代
に
お
い
て
、
仏
教
に
”
宗
派
”
が
あ
っ
た
か
、
な
か
っ
た

か
、
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
が
、
日
本
経
由
で
始
ま
っ
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
”
宗
派
”
と
い
う
社
会
的
存
在

が
仏
教
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
存
在
し
て
い
る
が
、
で

は
中
国
で
は
ど
う
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
が
、
そ
の
中
で
始
め
て

出
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
日
本
に
お
い
て
仏
教
は
”
宗
教
”

な
の
か
が
問
わ
れ
た
時
と
同
様
に
、
”
宗
派
”
は
一
種
の
普
遍
概
念

と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
見
な
す
の
が
適
当
で
あ
ろ

う
。
勿
論
、
こ
う
し
た
問
い
の
東
ア
ジ
ア
全
域
へ
の
展
開
に
は
、
日

本
の
東
ア
ジ
ア
全
域
へ
の
経
済
・
政
治
・
軍
事
活
動
の
拡
大
、
そ
し

て
そ
れ
に
伴
う
日
本
仏
教
各
”
宗
派
”
の
布
教
活
動
な
ど
も
預
か
っ

て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
い
の
機
制
が
、
今
日
ま
で
持
続
し
て
お
り
、

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
、
或
い
は
そ
れ
以
前
の
”
宗
派
”
意
識
に

関
わ
る
研
究
の
底
に
も
流
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
実
は
、
こ
の
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事
実
に
自
覚
的
に
な
る
か
否
か
は
、
こ
の
問
い
を
意
味
あ
る
も
の
に

す
る
か
否
か
に
お
い
て
決
定
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が

歴
史
的
な
背
景
を
帯
び
た
、
歴
史
的
構
成
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

十
分
自
覚
し
て
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
的
構
成
物
が
他
の
文
化
圏
、
或

い
は
地
域
に
存
在
す
る
か
否
か
、
と
い
う
形
で
の
問
い
は
、
そ
の
概

念
の
有
無
と
い
う
事
象
自
体
を
価
値
中
立
化
し
、
な
ぜ
あ
る
地
域
で

は
こ
う
い
う
も
の
が
出
来
た
の
に
、
あ
る
地
域
で
は
こ
う
し
た
も
の

が
存
在
し
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
バ
イ
ア
ス
を
最
低

限
に
ー
つ
ま
り
幸
運
だ
っ
た
と
か
残
念
だ
と
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
感
覚
を
最
低
限
に
－
抑
制
し
つ
つ
、
で
き
る
限
り
客
観
的
な
視

点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
は
、
勿
論
価
値
判
断
か
ら
完
全
に
離
れ
て
思
考
す
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
バ
イ
ア
ス
は
で
き
る
限
り
下
げ
る
必
要
が

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら
の
問
い
の
立
て
方
自
体
が
歴
史
的
文

脈
の
上
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
る
。

　
ま
た
、
実
は
こ
う
し
た
歴
史
的
構
成
物
で
あ
る
概
念
を
普
遍
概
念

と
取
り
違
え
て
議
論
す
る
と
、
す
ぐ
に
論
者
の
間
で
大
変
な
甲
論
乙

駁
が
始
ま
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
大
半
は
、
実
は
こ
う
し

た
歴
史
性
を
帯
び
て
い
な
が
ら
普
遍
概
念
と
誤
認
さ
れ
た
概
念
に
つ

い
て
、
そ
の
内
実
や
認
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
、
論
者
の
間

で
全
く
一
致
し
た
認
識
が
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
の
れ
の
判

断
を
絶
対
視
し
て
ー
他
者
に
も
当
然
共
有
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と

の
暗
黙
の
前
提
の
下
で
ー
、
議
論
が
行
わ
れ
る
か
ら
、
い
く
ら
議
論

を
積
み
重
ね
て
も
、
共
有
の
認
識
に
至
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
或
い

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
明
示
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
違
う
意
見
を
述
べ
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
残
る
の
は
、
結
局
見

か
た
に
よ
っ
て
結
論
が
変
わ
っ
て
、
難
し
い
問
題
な
の
だ
な
、
と
い

う
感
想
以
外
で
は
な
い
。
第
三
者
か
ら
み
れ
ば
、
で
は
、
結
局
ど
う

な
ん
で
す
か
、
と
問
い
を
ス
タ
ー
ト
に
戻
す
し
か
無
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
不
毛
性
は
、
か
つ
て
中
国
史
学
の
分
野
で
、
マ
ル
ク
ス
主

義
の
影
響
の
下
で
、
中
国
に
封
建
制
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
或

い
は
古
代
・
中
世
・
近
代
を
ど
う
区
分
す
る
か
、
を
め
ぐ
っ
て
の
議

論
で
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
一
の
真
理
と
し
て
の
特
権
性
を
主
張
す
る

人
々
が
い
た
か
ら
こ
そ
お
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
仏
教
の
“
宗
派
”
と

は
大
分
事
情
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
不
毛
な
陥
穽
に

落
ち
込
ま
な
い
た
め
に
も
、
問
い
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を
認
識
し
、

そ
こ
で
普
遍
概
念
的
に
扱
わ
れ
る
概
念
そ
の
も
の
が
、
全
く
の
特
殊

歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
是
非
と
も
必

要
で
あ
る
。

　
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
幸
い
に
そ
う
し
た
落
と
し
穴
に
陥

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
か
と
思
う
。
そ
れ
は
当
然
、
参
加
者
各
位
が

上
記
の
問
題
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
お
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
更
に
い
え
ば
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
題
名
に
、
宗

派
“
意
識
”
と
し
て
、
“
意
識
”
と
い
う
概
念
を
付
け
加
え
た
か
ら

で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
”
意
識
”
と
い
う
概
念
を
加
え
る

こ
と
で
、
ま
ず
は
第
一
義
的
に
、
歴
史
的
な
過
去
の
東
ア
ジ
ア
各
地
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域
の
人
々
の
、
自
己
認
識
、
或
い
は
他
者
認
識
が
問
題
と
な
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
、
方
向
性
が
絞
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
階
唐
期
の
人
々

は
、
い
わ
ゆ
る
“
宗
派
”
（
こ
の
概
念
は
あ
く
ま
で
日
本
的
バ
イ
ア

ス
を
帯
び
て
い
る
わ
け
だ
が
）
と
関
連
す
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
の
、

自
己
認
識
・
他
者
認
識
を
ど
の
よ
う
に
形
成
・
保
持
し
て
い
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
、
そ
こ
に
“
宗
派
”

的
な
も
の
を
認
定
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
二
義
的

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
会
議
を
進
あ
つ
つ
、
そ
の

議
論
を
通
じ
て
聴
衆
の
皆
様
を
含
め
て
、
参
加
者
全
員
が
一
定
の
認

識
を
共
有
し
、
成
果
が
上
が
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
感
じ
る
結
果

へ
収
敏
す
る
た
め
に
、
一
定
程
度
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
私
た
ち
が
各
報
告
と
討
論
を
す
べ
て
経
た
う
え
で
、
最
終

的
に
結
果
と
し
て
得
た
も
の
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
す
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
そ
れ
が
核
心
だ
と
確
認
し
た

も
の
を
中
心
に
、
簡
単
に
紹
介
だ
け
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
に
確
認
し
た
こ
と
と
い
う
の
は
、
彼
ら
に
お
け
る

“
宗
派
”
に
関
連
す
る
認
識
と
い
う
も
の
は
、
元
来
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
は
中
国
に
お
い
て
最
初
に
成
立
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
と
き
、

回
顧
的
に
、
系
譜
形
成
的
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
「
禅
宗
」
の
場
合
が
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
陀
か
ら
自
己
の
グ
ル
ー
プ
ま
で
繋
が
る
系
譜

ー
タ
ー
ム
的
に
は
、
”
祖
統
”
”
師
資
相
承
”
”
血
脈
”
”
伝
灯
”
な
ど

の
用
語
が
そ
れ
に
直
接
関
連
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ー
を
、

往
々
に
し
て
事
実
と
は
関
係
な
く
作
り
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の

グ
ル
ー
プ
と
違
っ
た
、
自
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
特
権
性
を
主
張
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
最
も
理
想
的
に
は
「
禅
宗
」
の
よ
う
に
、
す

べ
て
直
接
的
個
人
的
関
係
、
“
師
資
相
承
”
に
よ
っ
て
そ
の
系
譜
が

支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
天
台
学
派
や
華
厳
学
派

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
部
に
断
続
的
部
分
を
含
ん
で
も
差
し
支
え

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
後
世
か
ら
の
回
顧
的
系
譜
形
成
の
努
力
は
、

南
北
朝
最
末
期
か
ら
階
に
か
け
て
の
三
論
学
派
が
哨
矢
で
あ
っ
た
如

く
だ
が
、
と
も
か
く
も
こ
う
し
た
人
工
的
構
成
物
と
し
て
、
系
譜
が

語
ら
れ
る
こ
と
が
、
自
他
を
分
け
る
意
識
の
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
「
宗
」
の
タ
ー
ム
が
使

わ
れ
る
事
例
と
使
わ
れ
な
い
事
例
が
あ
り
、
使
わ
れ
る
も
の
と
し
て

は
、
「
禅
宗
」
が
最
も
強
烈
な
含
意
を
も
っ
て
八
世
紀
に
ま
ず
現
れ

た
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
も
こ
う
し
た
自
他
の
系
譜
的
分
別
が
ま
ず

は
彼
ら
の
認
識
と
し
て
は
最
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
が
共
有
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
二
つ
目
に
は
、
“
宗
”
と
の
呼
称
が
存
在
し
た
と
し
て
、

そ
の
概
念
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
各
時
期
・
各
地
域
の
各
事

例
に
つ
い
て
、
慎
重
に
判
断
す
べ
き
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
従
来
も
、

階
唐
期
中
国
に
、
禅
宗
・
華
厳
宗
・
天
台
宗
な
ど
の
用
語
が
出
現
す

る
時
期
、
或
い
は
そ
の
含
意
な
ど
に
つ
い
て
歴
史
的
考
察
が
加
え
ら

れ
て
、
少
な
く
と
も
日
本
で
“
宗
派
”
と
い
う
と
き
の
“
宗
”
と
は

大
分
違
う
、
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
き
た
が
、
更
に
一
層
、
そ

の
時
代
の
も
の
は
そ
の
時
代
に
返
す
べ
き
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ

こ
に
は
、
同
時
代
的
な
自
称
・
他
称
、
他
称
に
つ
い
て
は
仏
教
内
部

の
も
の
と
、
外
部
の
も
の
、
そ
し
て
後
世
の
（
今
日
の
我
々
を
含
む
）
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研
究
者
と
し
て
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
と
そ
の
名
称
、
と
い
っ
た
様
々
な
、

十
分
注
意
し
て
区
分
す
る
こ
と
が
必
要
な
呼
称
の
錯
綜
現
象
が
存
在

す
る
。
こ
れ
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
歴
史
的
な
も
の
は
そ
の
文
脈
に
返

し
、
後
世
か
ら
す
る
も
の
は
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
き
ち
ん
と

区
分
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
歴
史
主
義
的
に
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
点

が
共
有
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
特
に
、
こ
れ
は
中
国
の
先
生
方
か
ら
強
調
さ
れ
た
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
「
宗
」
と
い
う
概
念
は
、
本
来
中
国
に
お
い
て
社
会
組

織
の
中
心
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
「
祖
」
を
共
有
す
る
男
系
血
族
の
組

織
原
理
と
直
接
的
関
係
の
あ
る
用
語
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
改
め
て
そ
の
重
要
性
を
認
識

で
き
た
。
つ
ま
り
、
”
宗
派
”
問
題
を
考
え
る
と
き
、
日
本
に
お
け

る
”
宗
派
”
の
存
在
様
態
が
ど
う
し
て
も
揺
曳
す
る
こ
と
、
上
に
も

述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
中
国
で
「
宗
」
の
概
念
が
成
立
す
る
と
き

は
、
実
は
こ
う
し
た
濃
厚
な
中
国
文
化
の
色
彩
を
帯
び
て
現
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
ま
ず
そ
れ
と
の
相
関
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
た
。
古
く
、
六
朝
に
お
い
て
「
六
家
七
宗
」
な
ど
の

概
念
が
出
現
し
た
時
、
「
宗
」
の
概
念
に
、
礼
に
関
わ
る
宗
の
概
念

が
関
連
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
無
い
。
「
家
」
と
い
う
の
も
、
漢

代
以
来
の
、
諸
子
百
家
の
「
家
」
の
概
念
を
引
き
ず
っ
た
も
の
で
あ

り
、
更
に
そ
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
「
祖
」
を
共
有
す
る
「
家
」
と

い
う
血
縁
組
織
を
ベ
ー
ス
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う

し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
確
か
に
、
中
国
の
“
宗
派
”
意
識
を
考
え

る
な
ら
、
「
宗
」
概
念
の
淵
源
ま
で
遡
っ
て
そ
の
意
識
を
保
ち
な
が

ら
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
三
つ
目
に
は
、
中
国
・
韓
国
・
日
本
に
お
け
る
”
宗
派
”

意
識
、
更
に
そ
の
社
会
的
定
位
の
状
況
の
差
異
と
い
う
も
の
が
、
改

め
て
明
確
に
な
っ
た
。
中
国
に
も
、
韓
国
に
も
、
階
唐
期
に
は
、
寺

院
．
信
徒
ま
で
含
ん
だ
閉
じ
た
構
造
の
、
日
本
の
、
特
に
近
世
以
降

の
”
宗
派
”
の
如
き
も
の
は
極
め
て
ま
れ
に
し
か
確
認
さ
れ
な
い
。

例
え
ば
中
国
の
場
合
、
階
唐
期
の
寺
院
の
多
く
は
多
様
な
教
義
を
保

持
す
る
僧
侶
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
お
り
、
専
有
さ
れ
る
寺
院
と
い

う
も
の
は
コ
ニ
階
教
」
や
「
禅
宗
」
な
ど
一
部
に
限
ら
れ
、
ま
た
そ

の
時
期
・
地
域
も
限
定
的
で
あ
る
。
信
徒
に
つ
い
て
は
、
中
国
社
会

に
は
、
仏
教
圏
外
の
「
儒
教
」
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
す
る
士
大
夫
階

層
が
、
常
に
王
朝
権
力
の
官
僚
と
し
て
強
大
な
力
を
も
っ
て
存
在
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
日
本
に
は
本
格
的
に
は
移
入
さ
れ
な
か
っ
た

わ
け
だ
が
、
「
道
教
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
も
、
大
き
な
社
会
的
存
在

と
し
て
、
信
徒
獲
得
に
お
い
て
競
合
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
信
徒

を
含
め
た
形
で
閉
じ
た
構
造
を
も
つ
こ
と
は
殆
ん
ど
あ
り
え
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
士
大
夫
層
が
、
仏
教
の
出
家
者
集
団
の
外
に
あ

り
つ
つ
、
居
士
と
し
て
、
仏
教
に
対
し
て
深
い
理
解
を
も
つ
こ
と
も

よ
く
み
ら
れ
、
彼
ら
の
仏
教
内
部
の
区
分
へ
の
視
点
も
、
社
会
的
に

は
、
僧
侶
自
身
の
自
他
認
識
と
と
も
に
、
大
き
な
社
会
的
影
響
力
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
新
羅
時
代
後
期
、
そ
れ
ま
で
の
華
厳

学
派
に
加
え
て
、
「
禅
宗
」
と
い
う
、
中
国
で
は
少
な
く
と
も
華
厳

学
派
側
は
そ
の
区
別
を
意
識
し
て
い
た
学
派
の
流
入
が
あ
っ
て
も
、
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僧
侶
の
碑
伝
な
ど
の
中
に
、
そ
う
し
た
学
派
同
士
の
軋
礫
、
差
異
意

識
を
反
映
し
た
記
述
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
中
国
に

比
べ
て
は
る
か
に
稀
薄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
逆
に
、
平

安
初
期
の
最
澄
の
時
か
ら
、
信
徒
は
と
も
か
く
、
寺
院
は
閉
じ
た
構

造
を
志
向
し
て
お
り
、
後
世
の
よ
り
強
い
閉
鎖
性
に
繋
が
る
芽
と
い

う
も
の
が
、
意
外
に
早
期
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
ほ
ぼ
同

時
期
の
三
国
で
の
違
い
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
、
そ
う
し
た
違
い
が
出
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
特
に
政
治
、

或
い
は
国
家
権
力
と
の
関
係
の
要
因
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と

言
う
こ
と
が
最
大
要
因
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

他
、
地
理
的
要
因
や
教
理
的
性
質
な
ど
に
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
論
点
は
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
は
踏
み
込
め
な

か
っ
た
。
た
だ
、
と
も
か
く
も
、
改
め
て
三
国
の
仏
教
の
、
自
己
・

他
者
認
識
、
そ
し
て
社
会
的
存
在
様
態
の
差
異
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
。

　
そ
し
て
、
四
つ
目
と
し
て
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
今
日
の
視
点
か
ら
、

あ
る
学
派
な
ど
を
認
定
す
る
時
に
は
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
”
宗
派
”
意
識
に
は
関
わ
る
時
も
あ
り
、
関

わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
一
定
の
他
と
は
異
な

る
教
義
の
内
実
の
存
在
が
あ
り
、
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
小
生
が
手
を

染
め
て
き
た
明
代
の
「
気
の
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
儒
教
の
一
思
潮
の

展
開
を
考
え
る
と
、
そ
の
意
味
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
「
気
の
哲
学
」

と
い
う
も
の
は
、
朱
子
学
の
理
と
気
を
分
け
る
理
気
論
を
修
正
し
、

気
の
根
本
的
実
在
性
の
上
に
、
そ
こ
に
具
わ
っ
た
法
則
性
と
し
て
理

を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
て
、
十
六
世
紀
以
降
、
士
大

夫
の
儒
教
思
想
の
中
に
幅
広
く
観
察
さ
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
ら
に
そ
の
思
考
法
の
共
有
に
基
づ
く
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
の
意
識
は

全
く
無
い
の
で
あ
る
。
朱
子
学
に
対
し
て
似
た
よ
う
な
異
論
を
提
出

す
る
と
い
う
思
想
史
的
事
実
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
同
時
代
人
同

士
に
仲
間
・
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
自
覚
が
無
い
。
こ
う
し
た
問
題
を

考
え
る
と
、
今
日
の
思
想
史
研
究
者
で
あ
る
我
々
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
こ
う
し
た
問
題
が
、
対
象
と
な
る
人
々
の
自
己
認
識
・
他
者
認

識
と
は
異
な
る
文
脈
で
固
有
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
確

認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
が
土
ハ
有
さ
れ
た
。
勿
論
、
そ
れ

が
彼
ら
の
自
己
認
識
・
他
者
認
識
に
直
接
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
な
お

さ
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
現
在
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
ま
と
ま
り
は
、
経
済
的
に
も
政

治
的
に
も
非
常
に
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
を
改
め
て
階
唐
期

と
い
う
、
交
流
が
密
で
あ
っ
た
ひ
と
つ
の
時
期
を
と
っ
て
考
察
す
る

場
合
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
如
く
、
仏
教
の
問
題
は
や
は
り
そ
の
柱
を

な
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
つ
つ
、
こ
れ
も
冒
頭
に

述
べ
た
如
く
、
三
国
の
出
身
で
、
か
つ
三
国
の
研
究
機
関
で
活
躍
中

の
、
三
国
仏
教
研
究
を
専
門
と
さ
れ
て
い
る
学
者
の
方
々
に
一
堂
に

お
集
ま
り
頂
き
、
階
唐
中
国
で
発
展
し
た
仏
教
と
い
う
基
盤
を
共
有

し
な
が
ら
、
新
羅
韓
国
と
、
奈
良
平
安
の
日
本
で
は
相
当
に
異
な
る

形
に
展
開
し
た
と
い
う
、
三
国
間
の
独
自
性
・
差
異
性
を
、
”
宗
派

意
識
”
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
明
確
に
で
き
た
。
こ
う
し
た
試
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み
は
、
近
年
次
第
に
現
れ
つ
つ
あ
る
が
、
仏
教
に
つ
い
て
い
え
ば
、

寡
聞
に
し
て
前
例
を
さ
ほ
ど
聞
か
な
い
よ
う
に
思
う
。
本
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
は
そ
う
し
た
意
味
で
、
少
し
は
時
代
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
と
、
そ
の
開
催
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と

の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
今
後
も
同
質
の
企
画
が
、
三
国
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
更
に
多

彩
か
つ
有
意
義
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

　
な
お
、
中
国
の
先
生
方
の
こ
論
考
の
論
旨
の
中
に
は
、
現
在
の
日

本
で
の
研
究
上
の
共
通
認
識
と
は
齪
麓
す
る
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
人
文
科
学
で
は
、
自
然
科
学
の
よ
う
に
、
あ
る
領
域
で
｝

部
の
学
者
が
正
し
い
と
認
定
し
た
知
見
が
、
た
だ
ち
に
世
界
中
の
そ

の
領
域
の
研
究
者
に
真
理
と
し
て
共
有
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
単

純
な
展
開
を
と
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
あ
え
て
統

一
な
ど
は
図
っ
て
い
な
い
。
読
者
諸
賢
に
は
そ
の
旨
、
諒
と
し
て
頂

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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