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1	

は
じ
め
に
：
前
近
代
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
東
と
西
の
対
話

　

本
稿
で
は
東
南
ア
ジ
ア
で
起
き
た
イ
ン
ド
化
と
い
う
歴
史
的
現
象
に

つ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
前
近
代
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け

る
「
東
」
と
「
西
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
東
と
西
と
い

う
関
係
性
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
南
と
北
に
は
極
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
極
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
南
北
の
関
係
に
は
絶
対

的
な
座
標
が
あ
る
が
、東
西
の
関
係
は
相
対
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る［
ハ

ン
チ
ン
ト
ン2000 : 123

］。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
東
と
西
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
関
係
は
、
二
〇
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
は
計
画
経
済
圏
と
自
由
市
場
経

済
圏
と
の
緊
張
関
係
で
あ
っ
た
し
、
近
代
と
い
う
さ
ら
に
長
い
期
間
に
お

い
て
は
東
洋
（
オ
リ
エ
ン
ト
）
と
西
洋
（
オ
ク
シ
デ
ン
ト
）
の
対
抗
関
係

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で

交
わ
さ
れ
る
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
）
の
内
容
も
一
様
で
は
な
か
っ

た
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
い
う
織
物
の
中
に
も
、
数
多
く
の
東
と
西
の
対

話
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
二
〇
世

紀
後
半
の
東
西
冷
戦
と
い
う
国
際
関
係
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
熱

い
戦
争
や
、
近
代
の
東
洋
と
西
洋
と
い
う
関
係
の
な
か
で
浸
透
し
た
列
強

の
植
民
地
支
配
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
半
ば

に
お
き
た
日
本
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
侵
略
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
顕
著
に

な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
動
き
も
、
こ
の
よ
う
な
東
西
間
の
対

話
の
変
奏
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

近
代
以
前
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
近
代
と
は
ま
た
異
な
っ
た
形
で
の

東
と
西
の
対
話
が
東
南
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
六
世
紀
以
降
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
の

島
嶼
部
で
は
、
本
格
的
に
伝
播
が
進
ん
だ
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
対
話
が
、
一

方
、
一
三
世
紀
以
降
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
で
は
、
王
権
と
結

び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
上
座
部
仏
教
と
の
対
話
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
さ
ら

に
千
年
以
上
も
前
に
遡
っ
た
時
代
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
に
お

い
て
イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
が
始
ま
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
現
象
も
、
東

方
世
界
と
西
方
世
界
の
間
で
展
開
し
た
長
距
離
交
易
に
よ
っ
て
促
さ
れ

た
文
化
的
交
渉
を
背
景
と
し
て
、
中
継
点
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
た
東

南
ア
ジ
ア
が
西
方
の
文
明
と
対
話
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
の
文
化
を
形
成
す
る
主
要
な
要
素
の
一

つ
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
西
方
の
文
明
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
は
、
中
心
に
位
置

す
る
文
明
か
ら
そ
の
周
辺
地
域
へ
の
一
方
的
な
影
響
が
強
調
さ
れ
た
「
中

心
─
周
辺
」
関
係
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
東
南
ア
ジ
ア
側
に
視
点
を
定
め
て
、
い

イ
ン
ド
化
再
考
─
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
─
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———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

か
な
る
場
合
に
お
い
て
影
響
は
影
響
た
り
得
た
の
か
と
い
う
双
方
の
側

に
お
け
る
歴
史
的
条
件
、
と
り
わ
け
周
辺
側
か
ら
中
心
側
へ
向
け
ら
れ
た

意
識
の
あ
り
方
に
焦
点
を
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

両
者
の
関
係
を
「
影
響
」
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、「
対
話
」
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
南
ア
ジ
ア
は
東
方
世
界
と
西
方
世
界
の
間
に
あ
っ
て
中

継
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
も

う
少
し
厳
密
に
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
東
方
世
界
の
中
心

で
あ
る
中
国
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
見
る
と
南
シ
ナ
海
を
通
じ
て
北
方
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
は
、
こ
の
北
方
の
中
国
と
西

方
の
イ
ン
ド
と
い
う
二
つ
の
文
明
の
狭
間
に
位
置
す
る
世
界
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
事
情
は
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
を
指
す
慣
用
的

呼
称
で
あ
る
イ
ン
ド
シ
ナ
が
イ
ン
ド
と
シ
ナ
の
結
合
で
あ
る
こ
と
に
象

徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
イ
ン
ド
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
見
て
ベ
ン

ガ
ル
湾
の
西
方
に
位
置
す
る
文
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
自
体
が
、
そ
の
さ

ら
に
西
方
に
広
が
っ
て
い
る
広
範
な
西
方
世
界
の
中
の
一
員
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
洋
、
ア
ラ
ビ
ア
海
を
媒
介
し
て
ペ
ル
シ

ア
世
界
、
ア
ラ
ブ
世
界
、
地
中
海
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
れ
ば
、
イ
ン
ド
は
東
南
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
広
義
の
西
方
世
界
に
つ
な
が

る
窓
口
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る

1
。

　

東
南
ア
ジ
ア
と
西
方
の
文
明
の
間
で
行
わ
れ
た
対
話
の
中
で
も
、
本
稿

が
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

人
々
に
と
っ
て
最
初
の
文
明
レ
ベ
ル
で
の
対
話
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の

影
響
が
今
日
ま
で
広
範
な
地
理
的
範
囲
に
残
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、

歴
史
上
も
っ
と
も
根
元
的
な
対
話
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
語
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
借
用
語
の
多
さ
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ

ア
で
も
も
っ
と
も
古
い
文
献
を
有
す
る
古
ジ
ャ
ワ
語
の
辞
書
を
例
に
取

る
と
、
二
万
五
千
五
百
語
の
見
出
し
語
の
う
ち
、
お
よ
そ
半
分
に
あ
た
る

一
万
二
千
六
百
語
が
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

に
起
源
を
も
つ
語
で
あ
る
と
さ
れ
る［Zoetm

ulder 1982

：ix

］。
古
ジ
ャ

ワ
語
の
詩
に
つ
い
て
調
べ
る
と
お
よ
そ
二
五
か
ら
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
語
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
［Zoetm

ulder 
1974

：8

］。
し
か
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
語
は
東
南
ア
ジ
ア
社

会
の
文
化
的
な
基
本
語
彙
を
構
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
語
を
例
に
と
る
と
、「
神
」（dew

a < deva

）、「
宗
教
」（agam

a 
< āgam

a

）、「
文
学
」（sastra < śāstra

）、「
王
」（raja < rāja

）、「
国
家
」

（negara < nāgara

）、「
民
族
」（bangsa < vaṃ

śa

）
と
い
っ
た
語
が
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
古
マ
レ
ー
語
あ
る

い
は
古
ジ
ャ
ワ
語
を
経
由
し
て
現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
取
り
込
ま
れ

た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
は
、
さ
ら
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
画
期
を

成
す
出
来
事
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
の
開
始
は
、
東

南
ア
ジ
ア
に
文
字
に
よ
る
記
録
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
点
お
よ
び
イ
ン

ド
的
原
理
に
よ
る
国
家
の
体
裁
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
、
東
南
ア
ジ

ア
史
に
お
け
る
古
代
の
始
ま
り
で
あ
り
、
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
の
退
潮

は
、
島
嶼
部
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
、
大
陸
部
に
お
け
る
上
座
部
仏
教
の

台
頭
と
補
完
し
合
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
の
終
わ
り
で
あ
っ

た
。
大
陸
部
に
お
け
る
上
座
部
仏
教
の
勃
興
と
、
島
嶼
部
に
お
け
る
イ
ス

ラ
ー
ム
の
勃
興
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
南
ア
ジ

ア
史
の
古
代
は
、
お
よ
そ
四
、五
世
紀
頃
か
ら
始
ま
っ
て
、
島
嶼
部
で
は

一
五
、一
六
世
紀
頃
ま
で
、
大
陸
部
で
は
一
三
世
紀
頃
ま
で
を
指
す
こ
と
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に
な
る
。

　

本
稿
は
、
イ
ン
ド
化
再
考
の
題
を
付
け
て
い
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ

ン
ド
化
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
再
吟
味
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
振
り

返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
主

と
し
て
島
嶼
部
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
地
域
と
イ
ン
ド
文
明
の
間
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
対
話
を
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
で
理
解
し
た
ら
よ
い
か

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
世
界
と
イ
ン
ド
文

明
と
の
関
係
を
、
超
歴
史
的
な
類
型
論
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
歴

史
的
な
変
化
の
過
程
と
条
件
か
ら
考
え
て
み
る
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
東

南
ア
ジ
ア
の
「
イ
ン
ド
化
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
標
準
的
な
見
解
を
紹

介
し
た
あ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
現
在
の
新
し
い
考
え
方
を
批
判
的
に
再
検

討
す
る
。
続
い
て
、
イ
ン
ド
化
と
い
う
文
化
伝
達
の
歴
史
的
過
程
と
条
件

を
吟
味
し
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
中
国
と
の
関
係

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
の
特
徴

を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
最
後
に
、
イ
ン
ド
化
を
再
考
す
る
こ
と
の
現
代
的

意
義
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
　「
イ
ン
ド
化
」
に
関
す
る
基
本
的
な
見
解

　

西
暦
紀
元
の
始
ま
り
頃
に
始
ま
っ
た
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
、
東
南

ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
世
界
と
の
間
の
「
対
話
」
は
、
一
般
に
「
イ
ン
ド
化
」

（Indianization

）
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て

の
研
究
で
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
文
化
的
な
現
象
と
し
て
議
論
す
る
こ
と

が
多
い
が
、
実
際
に
は
、「
イ
ン
ド
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
に
は
、
文
化
的
、

政
治
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
医
学
、
天
文
学
、
建
築
学
、
農
業
と
い
っ

た
技
術
的
側
面
も
包
含
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
現
在
の
東
南
ア

ジ
ア
に
お
い
て
も
文
化
的
価
値
体
系
の
規
範
と
し
て
参
照
さ
れ
る
対
象

と
い
う
意
味
で
の
、
古
典
的
な
文
化
表
象
の
形
成
過
程
に
主
と
し
て
着
目

し
て
お
く
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
歴
史
家
セ
デ

ス
が
お
こ
な
っ
た
定
義
が
標
準
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
［C

oedès 1968 : 15-16

］。
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
化
と
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
的
王
権
概
念
に
基
づ
い
た
文
化
体
系
の
地
理
的
拡
張
で
あ
り
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
も
し
く
は
仏
教
の
信
仰
、
プ
ラ
ー
ナ
諸
文
献
の
神
話
、
ダ
ル

マ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
（
法
典
）
の
順
守
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
定
義
に
は
、
イ
ン
ド
化
の
特
徴
と
さ
れ
る
最
大
公
約

数
的
要
素
が
簡
潔
な
が
ら
も
包
括
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
定

義
の
文
面
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
要
素
も
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
ま

ず
補
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
し
く
は
仏
教
の
信
仰
」

が
含
意
す
る
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
理
体
系
を
核
に
し
て
発
達
し
た
民
衆
宗
教
で
あ

り
、
そ
の
中
に
は
教
理
、
儀
礼
、
社
会
制
度
、
神
話
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
場
合
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
典
拠

で
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
が
欠
落
し
て
い
る
点
、
カ
ー
ス
ト
制
が
社
会
制
度

と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
と
く
に
イ
ン
ド
と
の
違
い
が

現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ー
ナ
諸
文
献
の
神
話
は
セ
デ
ス
が
特
記
す
る
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ほ
ど
受
容
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
と

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
二
大
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
の
神
話
は
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
で
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
来
し
た
仏

教
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
典
に
も
と
づ
く
小
乗
お
よ
び
大
乗
仏
教
で

あ
る
。
現
存
す
る
文
献
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
九
世
紀

か
ら
一
〇
世
紀
に
建
立
さ
れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
寺
院
の
浮
き
彫
り
や

仏
像
か
ら
は
、
仏
伝
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
ブ
ッ
ダ
の
前
世
物
語
）、
大
乗
経

典
で
あ
る
華
厳
経
、
密
教
の
金
剛
頂
経
に
い
た
る
仏
教
思
想
が
伝
来
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

セ
デ
ス
の
定
義
で
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
要
素
は
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
表
記
す
る
た
め
の
文
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
で
表
現
さ
れ
た
文
化
が
東
南
ア
ジ
ア
に
持
ち
込
ま
れ
る
た

め
に
は
、
そ
の
言
語
を
表
記
す
る
た
め
の
文
字
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
の
役
割
を
に
な
っ
た
の
が
、
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
で

あ
る
。
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
は
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
し

た
地
域
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の

イ
ン
ド
化
の
基
礎
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

2
。
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ

ミ
ー
文
字
の
受
容
を
通
じ
て
見
た
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
後
の
節
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
セ
デ
ス
の
定
義
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
現
象
と

し
て
の
イ
ン
ド
化
の
特
徴
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
ド

化
の
過
程
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン

ド
化
に
関
す
る
議
論
で
は
、
実
は
、
こ
の
点
が
も
っ
と
も
大
き
く
変
化
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
イ
ン
ド
化
を
め
ぐ
る

議
論
で
は
、
先
進
的
な
イ
ン
ド
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
後
発
の
東
南
ア

ジ
ア
に
初
め
て
国
家
が
発
生
し
た
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で
あ
っ
た
。
そ

の
中
に
は
、
イ
ン
ド
人
の
植
民
活
動
に
よ
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
に
初
め
て
国

家
が
出
現
し
た
と
す
る
極
端
な
主
張
さ
え
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

二
〇
世
紀
の
中
頃
に
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
は
、
史
料
の

再
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
東
南
ア
ジ
ア
史
の
自
律
的
な
発
展
を
強
調
す
る

歴
史
観
を
提
起
し
た
［Van Leur 1983 : 89-144

］。
こ
れ
は
当
時
の
植
民

地
主
義
的
な
歴
史
観
に
対
す
る
強
力
か
つ
画
期
的
な
異
議
申
し
立
て
で

あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
一
般
的
に
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
近
年
、
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア

史
の
研
究
書
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
古
代
に
現
れ
た
イ
ン
ド
的
な
国
家
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
［
深
見 2001 : 266

］。

か
つ
て
こ
う
し
た
イ
ン
ド
的
な
姿
の
国
家
を
「
イ
ン
ド
化
さ
れ
た
国
家
」

と
捉
え
る
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
化
論
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
極
端
に
は
イ

ン
ド
文
化
の
移
植
が
あ
っ
て
初
め
て
東
南
ア
ジ
ア
に
国
家
が
成
立
し
た
と

見
る
。
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
側
の
主
体
性
を
顧
慮
し
な
い
植
民
地
主
義
的

発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
考
古
学
的
資
料
の
増

加
と
文
献
資
料
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。
筆
者
は
、
交
易
活
動
の
活
性
化
に
よ
っ
て
多
数
の
交
易
国
家
が
生

ま
れ
る
と
い
う
国
家
形
成
の
動
き
が
あ
り
、
そ
の
新
た
に
登
場
し
た
支
配

者
た
ち
が
内
に
あ
っ
て
は
支
配
の
正
統
化
の
た
め
に
、
外
に
対
し
て
は
文

明
国
の
印
と
し
て
、
ま
た
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争
、
覇
権
争
い
に
勝
つ
た
め

の
道
具
立
て
と
し
て
イ
ン
ド
の
高
度
な
文
明
を
摂
取
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

つ
ま
り
イ
ン
ド
的
な
姿
は
国
家
形
成
に
伴
う
付
随
物
と
し
て
考
え
る
の
で

あ
る
。

　

現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ



126

て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
か
つ
て
の

よ
う
に
イ
ン
ド
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
イ
ン
ド
の

国
家
の
複
製
が
で
き
あ
が
っ
た
か
の
よ
う
な
理
解
は
今
日
で
は
論
外
と

い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
独
自
性
を
さ
ら
に
強

調
し
て
い
く
と
、
イ
ン
ド
の
影
響
は
皮
相
的
で
あ
り
、
仮
に
そ
の
影
響
が

あ
っ
た
と
し
て
も
主
と
し
て
支
配
階
級
に
と
ど
ま
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
社
会

の
構
造
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
主
張
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
自

律
的
な
東
南
ア
ジ
ア
史
を
提
唱
し
た
歴
史
家
と
し
て
先
に
挙
げ
た
フ
ァ

ン
・
ル
ー
ル
は
、
一
九
三
四
年
に
原
文
が
刊
行
さ
れ
た
論
文
の
中
で
次
の

よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
［Van Leur 1983 : 95-96

］。

様
々
な
形
態
の
異
文
化
や
様
々
な
世
界
宗
教
が
何
度
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地

域
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
が
、
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
る
意
見
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
影
響
は
数
世
紀
に
及
ぶ
長
期
間
の
過
程
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
微
弱
な
ま
ま
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
社
会
的
、
政
治
的

秩
序
の
い
か
な
る
部
分
に
も
根
底
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。
世
界
宗
教
や
異
文
化
の
輝
く
ば
か
り
の
衣
装
は
薄
っ
ぺ
ら
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
下
に
は
、
文
化
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
様
々
な
表
れ
を
示
し
て
は
い
た
が
、

古
い
土
着
の
形
態
が
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
が
言
及
し
て
い
る
「
様
々
な
形
態
の
異
文
化

や
様
々
な
世
界
宗
教
」
と
は
、
古
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
文
明
だ
け
で
は
な

く
、
一
六
世
紀
以
来
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
広
が
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
や
オ

ラ
ン
ダ
植
民
支
配
の
中
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
西
欧
近
代
文
明
が
含

ま
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
の
主
張
は
、
当
時
有
力
で
あ
っ
た
植
民
地
主

義
的
な
歴
史
観
か
ら
現
地
社
会
の
自
律
的
な
発
達
を
認
め
る
歴
史
観
へ

の
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
有
効
な
戦
略
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
自
律
的
歴
史
観
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
外
部
か
ら
の
影
響

を
す
べ
て
皮
相
的
と
す
る
結
論
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
な
妥
当

性
を
備
え
た
も
の
と
は
認
め
難
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
に
よ

れ
ば
、
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
も

皮
相
的
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
本
来

の
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
逸
脱
し
た
土
着
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
い

う
見
解
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
後
の
文
化
人
類
学
的
研
究
の
中
か
ら
も

提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
イ
ス

ラ
ー
ム
と
い
う
世
界
宗
教
の
あ
り
方
に
も
多
様
性
を
認
め
、
東
南
ア
ジ
ア

的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
認
め
る
傾

向
が
生
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
を
、
そ
の
地
域
と
し
て
の

独
自
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
イ
ス
ラ
ー
ム
を
受
容
し
た
地
域
と
み
な
そ

う
と
い
う
立
場
で
あ
る

3
。
そ
こ
で
、
も
し
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
フ
ァ

ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
に
修
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ン

ド
文
明
の
影
響
に
対
す
る
見
解
に
も
同
様
な
修
正
が
必
要
と
な
る
で
あ

ろ
う

4
。

　

イ
ン
ド
文
明
の
影
響
を
皮
相
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
の
論
拠
に
は
い

く
つ
か
が
あ
り
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
余
地
は
な
い
が
、
そ
の

中
で
も
、
先
に
も
触
れ
た
カ
ー
ス
ト
制
の
事
例
を
検
討
し
て
み
た
い
［
深

見 2001 : 266

］。近
現
代
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
カ
ー
ス
ト
制
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
根
幹
に
あ
た
る
社
会
制
度
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に

は
イ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
制
度
と
し
て
の
カ
ー
ス
ト
制
度
は

存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
は
皮
相
的
な
も
の
で
あ
る
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
カ
ー
ス
ト
制
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
ヴ
ァ
ル

ナ
と
言
わ
れ
る
ブ
ラ
ー
マ
ン
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
、
シ
ュ
ー

ド
ラ
か
ら
な
る
四
身
分
階
層
と
、
ジ
ャ
ー
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
出
自
に
基
づ

く
職
業
的
分
業
集
団
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
近
現
代
の
イ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
制
の
根
幹
に
あ
る
の
は
後
者
の
方
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
ヴ
ァ
ル
ナ
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、

ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
存
在
し
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
イ
ン
ド
化
が
始
ま
っ
た
四
、五

世
紀
頃
に
は
、
ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
未
発
達
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
テ
ィ
の
起
源
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
も
あ
る

が
、
グ
プ
タ
王
朝
が
衰
退
し
た
の
ち
、
都
市
経
済
が
縮
小
し
て
地
域
内
の

自
給
自
足
化
が
進
行
し
た
一
〇
世
紀
前
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
近
現
代
の
イ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
、
す
な
わ

ち
私
た
ち
が
考
え
る
よ
う
な
カ
ー
ス
ト
制
が
確
立
し
た
の
は
、
一
九
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
も
と
で
あ
り
、
西
洋
の
視
点
か
ら
社
会
制

度
が
理
論
化
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
［
藤
井 2003

］。
つ
ま

り
、
東
南
ア
ジ
ア
が
イ
ン
ド
化
し
始
め
た
時
期
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド

に
お
い
て
ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
未
発
達
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ャ
ー

テ
ィ
が
東
南
ア
ジ
ア
に
無
い
こ
と
を
も
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化

が
真
の
イ
ン
ド
化
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
議
論
は
成
り
立
た
な
い
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
細
分
化
さ
れ
た
職
業
分
業
制
で
あ
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
の
成

立
に
は
「
多
様
な
構
成
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
人
口
の
集
積
」
が
必
要
で
あ

り
、
小
人
口
社
会
で
あ
っ
た
前
近
代
の
東
南
ア
ジ
ア
に
は
定
着
す
る
条
件

が
な
か
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
応
地 1997 : 391

］。
し
た
が
っ
て
、

仮
に
一
〇
世
紀
以
降
に
ジ
ャ
ー
テ
ィ
の
概
念
が
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ

た
と
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は
定
着
す
る
条
件
は
無
か
っ
た
と
言
え
る

し
、
す
で
に
一
〇
世
紀
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
重
要
な
過
程
は

す
で
に
完
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
ジ
ャ
ー
テ
ィ

が
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
イ
ン
ド
化
が
皮
相
的
で
あ
る
と
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
が
皮
相
的
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
こ

こ
で
す
べ
て
の
論
点
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
今
後
、
個

別
に
再
検
討
す
る
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
次
に
、

イ
ン
ド
化
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
の
も
と
で
進
行
し
た
の
か
に
つ

い
て
見
て
み
た
い
。

3
　
イ
ン
ド
化
の
過
程
：
商
業
ル
ー
ト
の
確
立
と
知
識
媒
介
者
の
移
動

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た

史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
節
で
は
、
考
古
学
的

資
料
、
現
地
碑
文
資
料
、
漢
籍
史
料
な
ど
か
ら
得
ら
れ
た
断
片
的
な
情
報

を
組
み
合
わ
せ
て
再
構
成
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
知
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、

イ
ン
ド
化
の
具
体
的
な
過
程
を
振
り
返
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
イ
ン
ド
化
に
関
わ
っ
た
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
論
点
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
イ
ン
ド
文
明
の
要
素
を
東
南
ア
ジ
ア
に
持
ち
込
ん
だ
主
体
に
つ

い
て
の
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
代
表
的
な
諸
説
は
、
便

宜
上
、
ヴ
ァ
ル
ナ
制
の
種
姓
の
名
を
取
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
、
ク
シ
ャ

ト
リ
ヤ
説
、
バ
ラ
モ
ン
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
は
、
実
際

に
海
上
交
易
に
従
事
し
て
い
た
商
人
の
活
動
に
着
目
し
た
説
で
あ
る
。
海

上
ル
ー
ト
が
イ
ン
ド
文
明
の
伝
播
の
重
要
な
経
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
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か
で
あ
る
か
ら
、
商
人
の
活
動
の
重
要
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
イ
ン
ド
か
ら
商
人
が
訪
れ
イ
ン
ド

の
文
物
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
も
っ
て
そ
の
地
域
が
イ
ン

ド
化
し
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
に
日
本
製
の

車
が
氾
濫
し
て
い
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
が
日
本
化
し
た
と
は
言
え
な
い
の

と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恒
常
的
な
交
易
ル
ー
ト
の
確
立
は
必
要
条
件

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
イ
ン
ド
化
の
十
分
条
件
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
説
は
、
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア

ジ
ア
に
到
来
し
た
武
人
が
現
地
社
会
を
武
力
に
よ
っ
て
征
服
し
、
イ
ン
ド

文
明
に
よ
っ
て
開
化
し
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
人

に
よ
る
土
地
の
支
配
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
土
地
の
イ
ン
ド
化
が
完
成

し
た
と
い
う
議
論
は
、
イ
ン
ド
人
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
植
民
と
い

う
、
イ
ン
ド
中
心
的
な
発
想
が
根
幹
に
あ
り
、
今
日
で
は
積
極
的
な
支

持
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
と
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
説
は
、

商
人
や
武
人
で
は
イ
ン
ド
文
明
の
高
度
な
知
識
を
伝
達
す
る
に
は
不
十

分
だ
と
い
う
共
通
の
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
も
っ
と
も
有
利

な
の
が
第
三
の
バ
ラ
モ
ン
説
で
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
説
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

イ
ン
ド
化
に
お
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
文
明
の
要

素
が
伝
え
ら
れ
た
点
に
着
目
し
た
説
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
知
識
を

も
っ
た
バ
ラ
モ
ン
も
し
く
は
仏
教
僧
が
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
を
お

と
ず
れ
、
イ
ン
ド
文
明
を
伝
え
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
は
、
文
化
伝
播
に
お
け
る
理
念
型
を
示
し
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
け
っ
し
て
相
互
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。
異
な
っ
た
地

域
で
は
、
異
な
っ
た
形
態
の
イ
ン
ド
文
明
の
伝
播
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
実

際
、
現
在
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、

ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
と
バ
ラ
モ
ン
説
を
相
互
に
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
商
人
の
交
易
活
動
の
活
発
化
に
よ
り
恒
常
的
な
海
上
交
易
網
が
形
成

さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
交
易
網
の
結
節
点
に
在
地
の
政
治
権
力
が

出
現
す
る
。
そ
れ
ら
の
在
地
政
権
の
中
か
ら
イ
ン
ド
文
明
の
要
素
を
取
り

込
み
、
イ
ン
ド
的
な
王
国
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
現

れ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
交
易
ル
ー
ト
に
の
っ
て
バ
ラ
モ
ン
や
仏
教
僧

な
ど
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
専
門
知
識
を
有
す
る
知
識
媒
介
者

が
活
発
に
移
動
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
こ
の
シ

ナ
リ
オ
で
は
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
で
実
際
的
な
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の

は
東
南
ア
ジ
ア
側
の
現
地
首
長
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
や
大
乗
仏
教
の
導
入
が
、
一
般
的
に
現
地
首
長
が
入
信
し
て
、
つ
い
で

そ
の
家
臣
や
平
民
層
が
追
従
す
る
と
い
う
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
入
信
で

あ
っ
た
こ
と
は
史
料
に
も
見
ら
れ
る
し
、
後
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改

宗
も
し
く
は
入
信
が
同
様
な
パ
タ
ー
ン
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
る
［
青
山 2005 : 37-40

］。
お
そ
ら
く
、
イ
ン
ド
の
側
で
は
、

イ
ン
ド
で
は
パ
ト
ロ
ン
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
バ
ラ
モ
ン
や
布

教
に
熱
心
な
仏
教
僧
が
あ
え
て
危
険
な
海
を
渡
っ
て
新
天
地
を
求
め
た

の
で
あ
ろ
う
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
側
で
は
現
地
首
長
が
、
当
時
の
新
し
い

潮
流
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
化
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
威
信
の
向
上
を

求
め
て
、
バ
ラ
モ
ン
や
仏
教
僧
を
招
聘
す
る
と
い
っ
た
動
き
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
海
上
交
易
ル
ー
ト
が
商
人
の

活
動
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
り
、
そ
の

よ
う
な
ル
ー
ト
の
整
備
を
背
景
に
し
て
バ
ラ
モ
ン
や
仏
教
僧
な
ど
の
知

識
媒
介
者
た
ち
が
移
動
し
て
い
っ
た
過
程
を
辿
っ
て
み
た
い

5
。

　

イ
ン
ド
化
を
可
能
と
す
る
条
件
で
あ
る
恒
常
的
な
長
距
離
海
上
交
易

の
始
ま
り
は
、
航
海
技
術
の
発
達
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
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モ
ン
ス
ー
ン
（m

onsoon

）
の
発
見
で
あ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う
単

語
自
体
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
季
節
」
を
意
味
す
るm

ausim

に
由
来
す
る

が
、
西
洋
諸
語
で
は
「
季
節
風
」
を
意
味
す
る
単
語
と
し
て
現
在
ま
で
使

わ
れ
て
い
る
。
紀
元
一
世
紀
中
頃
に
エ
ジ
プ
ト
の
ギ
リ
シ
ャ
商
人
が
記
し

た
『
エ
リ
ュ
ト
ラ
海
案
内
記
』
に
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
海
上
ル
ー
ト
を
利

用
し
て
イ
ン
ド
か
ら
の
産
物
を
輸
入
し
て
い
た
状
況
を
描
い
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
こ
と
を
ヒ
ッ
パ
ロ
ス
の
風
と
し
て
紹
介
し
て
お

り
、
こ
れ
を
利
用
す
る
と
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
南
岸
と
イ
ン
ド
西
海
岸
を

片
道
四
十
日
間
の
海
路
で
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
書

に
は
、
イ
ン
ド
東
部
の
ガ
ン
ジ
ス
河
や
そ
の
東
方
に
あ
る
黄
金
の
島
ク

リ
ュ
ー
セ
ー
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
西
方
世
界
が
、
イ
ン
ド
の
東

方
に
広
が
る
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
関
し
て
も
曖
昧
で
は
あ
れ
知
識
を

持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

6
。

　

一
方
、
中
国
で
は
、
前
漢
期
の
前
一
一
一
年
に
、
武
帝
が
南
越
国
を
征

服
し
、
現
在
の
広
東
省
か
ら
中
部
ベ
ト
ナ
ム
に
及
ぶ
地
域
を
中
国
の
直

接
的
な
支
配
下
に
お
い
た
た
め
、
そ
の
最
南
端
の
日
南
郡
は
東
南
ア
ジ
ア

と
中
国
を
結
ぶ
交
流
の
拠
点
と
な
っ
た
。
紀
元
一
世
紀
後
半
に
成
立
し

た
『
漢
書
』
地
理
志
に
は
、
中
国
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
渡
っ
て
イ
ン
ド
へ

至
る
海
上
ル
ー
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半

島
の
南
シ
ナ
海
沿
岸
に
沿
っ
て
船
で
南
下
し
、
そ
の
半
島
南
端
か
ら
タ
イ

湾
を
西
に
渡
っ
て
、
マ
レ
ー
半
島
東
岸
に
至
る
。
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横

断
し
て
西
海
岸
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
再
び
船
で
二
か
月
か
け
て
行
く
と
黄

支
国
に
到
着
す
る
と
さ
れ
る
。
黄
支
国
と
は
南
イ
ン
ド
東
岸
の
マ
ド
ラ
ス

付
近
の
カ
ー
ン
チ
ー
プ
ラ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
か

ら
、
当
時
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
は
十
分
に
確
立
し
て
お
ら

ず
、
途
中
で
船
を
降
り
て
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横
断
す
る
ル
ー
ト
が
一
般

的
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
東
西
の
史
料
か
ら
、
紀
元
前
後
に
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
発
見

と
い
う
航
海
技
術
の
発
展
、
西
方
の
ロ
ー
マ
帝
国
、
東
方
の
漢
帝
国
と
い

う
熱
帯
産
物
を
消
費
す
る
巨
大
市
場
の
出
現
を
背
景
と
し
て
、
東
西
の
海

上
交
易
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
、
た
と
え
ば
、
紀
元
一
三
一
年
に
は
、
葉
調
国
の
遣
使
が
日
南
郡
を

訪
れ
た
り

7
、
一
六
六
年
に
は
、
大
秦
王
安
敦
（
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
ア
ン

ト
ニ
ヌ
ス
）
の
使
い
を
名
乗
る
者
が
、
象
牙
、
犀
角
、
玳
瑁
な
ど
の
南
海

の
産
物
を
も
っ
て
日
南
郡
を
訪
れ
た
り
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て

お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
を
通
過
し
て
、
人
々

の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

三
世
紀
に
な
る
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
南
部
の
メ
コ
ン
河
デ
ル
タ
地
帯

に
扶
南
国
が
台
頭
し
、
タ
イ
湾
沿
岸
の
諸
国
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
。
そ

の
外
港
と
い
わ
れ
る
オ
ケ
オ
は
、
東
西
交
易
の
中
継
点
と
し
て
栄
え
て
お

り
、
二
世
紀
の
ロ
ー
マ
金
貨
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
刻
ま
れ
た
錫
小
板
、

青
銅
製
の
仏
像
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
神
像
、
漢
代
の
銅
鏡
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
。
三
国
時
代
に
華
南
を
支
配
し
て
い
た
呉
が
扶
南
に
使
節
を
派
遣
す

る
一
方
、
扶
南
か
ら
も
中
国
に
朝
貢
使
節
が
何
度
か
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

『
梁
書
』
に
記
載
さ
れ
た
扶
南
に
関
す
る
伝
説
に
よ
る
と
、
柳
葉
と
い
う

女
王
が
統
治
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
混こ

ん
て
ん填

と
い
う
名
の
男
が
船
で
扶
南
外

港
に
至
っ
て
こ
の
地
を
占
領
し
、
柳
葉
と
結
婚
し
て
扶
南
の
最
初
の
王
と

な
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
住
民
の
裸
体
を
嫌
っ
て
貫
頭
衣
を
着
用
す
る
こ
と

を
教
え
た
と
い
う
。
こ
の
扶
南
の
創
建
神
話
は
、
か
つ
て
は
イ
ン
ド
化
の

ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
説
の
根
拠
と
も
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
ン
ド
文
明
の
要
素
を

示
す
わ
け
で
は
な
く
、
最
近
の
研
究
で
は
イ
ン
ド
化
と
は
無
関
係
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
深
見 2001 : 260

］。
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こ
の
よ
う
に
、
西
暦
紀
元
初
か
ら
四
世
紀
の
頃
ま
で
に
は
、
東
南
ア
ジ

ア
は
東
西
海
上
交
易
ル
ー
ト
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
扶

南
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
中
継
拠
点
と
し
て
商
人
が
到
来
し
、
東
西

の
文
明
か
ら
の
物
産
が
集
積
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
港
市
国
家
が
形

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
扶
南
王

国
は
イ
ン
ド
的
な
体
裁
を
帯
び
る
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
代
の

東
南
ア
ジ
ア
で
起
こ
っ
て
い
る
現
象
を
イ
ン
ド
化
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
時
期

尚
早
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
文
明
の
要
素
が
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
に
明
瞭
に
定
着
し
始
め

た
の
は
、
お
お
よ
そ
五
世
紀
以
降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
な
る
と
、
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横
断
す
る
ル
ー
ト
に
加
え
て
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
す
る
海
上
交
易
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、
法
顕
と
求ぐ

那な

跋ば
つ

摩ま

の
記
録
で
あ
る
。
法
顕

は
中
国
に
律
蔵
が
完
備
し
て
い
な
い
こ
と
を
憂
い
、
単
身
イ
ン
ド
に
留
学

し
た
東
晋
の
僧
で
あ
る
。
彼
の
旅
行
記
『
仏
国
記
』
に
よ
る
と
、
三
九
九

年
に
長
安
か
ら
陸
路
で
イ
ン
ド
へ
赴
き
、
イ
ン
ド
各
地
を
巡
礼
し
た
。
そ

の
後
、
四
一
一
年
、
二
百
人
以
上
を
載
せ
た
「
商
人
大
船
」
で
ス
リ
ラ
ン

カ
を
出
発
し
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
渡
っ
て
、
耶や

婆ば

提て
い

に
到
着
し
、
こ
こ
で
風

待
ち
の
た
め
五
か
月
過
ご
し
た
後
、
四
一
二
年
に
中
国
に
帰
国
し
た
と
い

う
。
こ
の
耶
婆
提
は
ヤ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ヴ
ァ
ド
ゥ

ヴ
ィ
ー
パ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
ジ
ャ
ワ
島
、
ス
マ
ト
ラ

島
、
マ
レ
ー
半
島
の
い
ず
れ
か
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る

8
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
法
顕
は
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
す
る
海
上
ル
ー
ト
を
取
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
法
顕
は
耶
婆
提
に
つ
い
て
、「
外
道
婆
羅
門
が
興
盛
し
、

仏
法
は
言
う
足
ら
ず
」
と
記
し
て
お
り
、
五
世
紀
前
半
の
島
嶼
部
で
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
が
仏
教
に
先
行
し
て
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

一
方
、『
高
僧
伝
』
の
伝
記
に
よ
る
と
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
出
身
の
仏
僧

求
那
跋
摩
（G

uṇavarm
an

）
は
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
出
発
し
て
ジ
ャ
ヴ
ァ

ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
と
さ
れ
る
闍
婆
に
渡
り
、
王
母
の
信
頼
を
え
て
、
つ
い
に

国
王
ほ
か
国
民
を
す
べ
て
仏
教
に
入
信
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
求
那

跋
摩
の
評
判
は
中
国
に
ま
で
伝
わ
り
、
南
朝
の
宋
の
文
帝
は
彼
を
中
国
に

呼
び
寄
せ
る
た
め
に
使
い
を
闍
婆
に
遣
わ
し
、
つ
い
に
四
三
四
年
に
建
業

（
南
京
）
に
到
着
し
た
と
い
う
。
法
顕
と
求
那
跋
摩
の
記
録
を
合
わ
せ
て

み
る
と
、
五
世
紀
の
前
半
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
お
い
て
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
を
追
う
形
で
大
乗
仏
教
の

普
及
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

考
古
学
資
料
か
ら
見
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
五
世
紀
に
は
、
東
カ

リ
マ
ン
タ
ン
（
ボ
ル
ネ
オ
島
東
部
）
の
ク
タ
イ
（K

utai

）
の
ム
ー
ラ

ヴ
ァ
ル
マ
ン
（M

ūlavarm
an

）
王
の
碑
文
、
ジ
ャ
ワ
島
西
部
の
タ
ー
ル

マ
ー
（Tārum

ā

）
国
の
プ
ー
ル
ナ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
（Pūrnavarm

an

）
王
の

碑
文
と
い
う
南
イ
ン
ド
系
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
を
使
っ
た
碑
文
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
い
ず
れ
の
王
も
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
ム
ー
ラ
ヴ
ァ
ル
マ

ン
王
の
碑
文
に
は
父
の
名
を
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
（A

śvavarm
an

）、

祖
父
の
名
を
ク
ン
ド
ゥ
ン
ガ
（K

uṇḍunga

）
と
記
し
て
い
る
。
父
の
名

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る
が
、
祖
父
の
名
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と

は
無
関
係
な
現
地
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
代
か
か
っ
て
在
地
権
力
者
が

イ
ン
ド
化
し
て
い
っ
た
過
程
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
ま

た
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
初
期
の
文
字
使
用
の
例
で
も
あ
る
。
扶
南
に

つ
い
て
も
、『
梁
書
』
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
前
半
と
思
わ
れ
る
扶
南
王
憍き

ょ
う

陳ち
ん

如じ
ょ

に
つ
い
て
、
も
と
は
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
婆
羅
門
（
バ
ラ
モ
ン
）
で

あ
り
、「
扶
南
の
王
と
な
れ
」
と
い
う
神
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
扶
南
に
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至
る
と
、住
民
に
王
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
彼
は
制
度
を
改
め
て「
天

竺
法
」
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
六
世
紀
初
め
に
な
る

と
、
梁
に
遣
使
し
て
き
た
扶
南
の
王
憍
陳
如
闍じ

ゃ

邪や

跋ば
つ

摩ま

に
対
し
て
「
安
南

将
軍
扶
南
王
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る

9
。
バ
ラ
モ
ン
が
王
と
な
っ

た
と
い
う
記
述
は
興
味
深
い
が
、
あ
わ
せ
て
、
制
度
を
イ
ン
ド
式
に
改
め

た
と
い
う
記
述
が
イ
ン
ド
化
以
前
に
在
地
政
権
が
す
で
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
い
ず
れ

も
、
五
世
紀
に
入
っ
た
段
階
を
境
に
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
政
権
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
基
礎
と
し
た
イ
ン
ド
的
な
制
度
を
導
入
し
始
め
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　

七
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
従
来
の
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横
断
す
る

ル
ー
ト
に
並
行
し
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
沿
岸
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
が
確

立
し
た
の
に
呼
応
し
て
、
新
た
に
台
頭
し
た
室し

つ

利り

仏ぶ
つ

逝せ
い

（Śrīvijaya

シ
ュ

リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
漢
字
表
記
）
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
マ
レ
ー
半
島
を
支

配
し
、
そ
れ
ま
で
の
扶
南
に
代
わ
っ
て
東
西
交
易
の
中
継
拠
点
と
し
て
発

展
し
た
。
室
利
仏
逝
の
隆
盛
は
、
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
お
け
る

仏
教
の
普
及
を
促
し
た
。
唐
代
の
仏
僧
で
イ
ン
ド
に
留
学
し
た
義
浄
の
記

録
に
よ
れ
ば

10
、
六
七
一
年
の
冬
、
広
州
を
ペ
ル
シ
ア
船
で
立
っ
て
二
十

日
ほ
ど
で
室
利
仏
逝
に
着
き
、
こ
こ
で
六
か
月
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学

ん
で
過
ご
し
た
後
、ス
マ
ト
ラ
島
の
末
羅
遊
（M

alayu

マ
ラ
ユ
）、マ
レ
ー

半
島
の
羯
茶
（K

edah

ケ
ダ
ー
）
を
経
て
、
十
二
月
に
ガ
ン
ジ
ス
河
口
の

タ
ー
ム
ラ
リ
プ
テ
ィ
ー
に
到
着
し
た
。
帰
路
も
こ
の
ル
ー
ト
を
逆
向
き
に

辿
っ
て
い
る
。
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
位
置
に
は
諸
説
あ
る
が
、
義
浄

の
帰
路
に
は
ス
マ
ト
ラ
島
南
東
部
の
パ
レ
ン
バ
ン
に
位
置
し
て
い
た
と

み
て
間
違
い
な
い
。
パ
レ
ン
バ
ン
、
ジ
ャ
ン
ビ
、
ケ
ダ
ー
は
い
ず
れ
も
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
に
沿
っ
た
港
市
で
あ
り
、
義
浄
の
旅
程
は
当
時
の
商
業
航
路

を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

義
浄
が
室
利
仏
逝
に
逗
留
し
た
の
は
、
季
節
風
の
交
代
を
待
つ
た
め
以

外
に
、
義
浄
自
身
が
記
録
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
地
で
は
仏
教
が
栄
え

て
お
り
、
こ
こ
に
滞
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
の
勉
学
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
キ
ャ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
い
う
碩
学
の
仏
僧

の
ほ
か
千
人
を
超
え
る
仏
僧
が
い
て
学
問
と
修
業
に
励
ん
で
お
り
、
そ
の

作
法
は
イ
ン
ド
本
国
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
パ
レ
ン

バ
ン
付
近
で
見
つ
か
っ
た
七
世
紀
後
半
の
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
に
よ
る
古
代
マ
レ
ー
語
の
碑
文
に
は
、
こ
の
地
で
大
乗
仏
教
が
信
奉

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
義
浄
の
記
録
を
裏
付
け
て
い

る
。
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
出
現
は
五
世
紀
に
始
ま
っ
た
イ
ン
ド
的
王

国
が
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
完
全
に
定
着
し
た
こ
と
を
示
し
た
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う

11
。

4
　「
助
走
期
間
」
と
初
期
王
国
の
形
成

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
紀
元
前
後
か
ら
本
格
化
し
た
東
西
海
上

交
易
の
発
達
は
、
東
方
世
界
と
西
方
世
界
の
文
物
を
東
南
ア
ジ
ア
に
も
た

ら
す
と
と
も
に
、
海
上
交
易
の
中
継
点
と
し
て
在
地
権
力
の
形
成
を
促
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ン
ド
的

王
国
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
は
四
百
年
近

い
「
助
走
期
間
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
在
地
権
力
が
イ
ン
ド
的
な
要
素
を

取
り
込
ん
で
イ
ン
ド
的
王
国
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
の
は
、
知
識
媒
介
者

の
活
発
な
到
来
が
見
ら
れ
よ
う
に
な
っ
た
五
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
過
程
を
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
段
階
と
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し
て
見
て
い
く
う
え
で
参
考
に
な
る
の
が
、
ク
ル
ケ
に
よ
る
イ
ン
ド
化
の

段
階
的
区
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
的
王
国

の
形
成
過
程
は
、
地
方
的
段
階
（local phase

）、
地
域
的
段
階
（regional 

phase
）、
帝
国
的
段
階
（im

perial phase

）
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

［K
ulke 2001 : 270-276

］。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
帝
国
的
段
階
と
は
九

世
紀
以
降
に
現
れ
る
ア
ン
コ
ー
ル
朝
、
パ
ガ
ン
朝
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
朝

な
ど
の
こ
と
と
さ
れ
、
本
稿
の
主
題
の
範
囲
か
ら
は
外
れ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
触
れ
な
い
で
お
き
た
い
。

　

地
方
的
段
階
と
は
、
限
定
さ
れ
た
地
方
に
お
け
る
在
地
権
力
の
形
成
で

あ
る
。
こ
れ
は
文
化
人
類
学
で
ビ
ッ
グ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
指
導

者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
組
織
さ
れ
る
が

12
、
特
定
の
家
系
の
長
が
氏
族
な

い
し
は
部
族
に
対
す
る
支
配
を
首
長
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
安
定
し
た
在
地
政
権
と
な
る
。
首
長
は
、
そ
の
権
威
で
社
会
が
生
み

出
す
余
剰
産
物
を
占
有
し
、
自
身
以
外
の
氏
族
に
も
支
配
を
及
ぼ
す
に
至

る
が
、
い
ま
だ
に
官
僚
制
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
地
方
的
段
階

は
、
地
方
在
地
権
力
の
中
で
も
中
核
的
地
方
を
支
配
し
て
い
た
首
長
の

一
人
が
、
し
ば
し
ば
武
力
を
用
い
て
、
周
辺
の
地
方
在
地
権
力
を
併
合
し
、

自
ら
の
支
配
の
も
と
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
地
域
的
段
階
へ
と
移

行
す
る
。
併
合
さ
れ
た
地
方
在
地
権
力
は
一
般
に
属
領
の
長
と
し
て
存
続

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
支
配
す
る
首
長
と
属
領
の

長
と
の
間
に
恒
久
的
に
正
統
性
を
承
認
す
る
関
係
が
必
要
と
な
る
。
ク

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
文
明
が
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
王
権
概
念
に
基
づ
く
正
統
性
と
安
定
し
た
統
治
の
仕

組
み
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
権
力
の
イ
ン
ド
化
を
促
し
た
の

だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
段
階
の
国
家
を
初
期
王
国
（Early K

ingdom

）

と
呼
び
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
前
述
の
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
ク
タ
イ
碑

文
の
中
で
、
中
核
的
な
在
地
権
力
が
三
代
を
経
た
ム
ー
ラ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
の

代
に
な
っ
て
周
辺
の
諸
首
長
を
服
属
さ
せ
、
自
ら
王
（rāja

）
と
名
乗
る

に
い
た
っ
た
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ク
ル
ケ
の
地
方
的
段
階
は
、
ま
さ
に
イ
ン
ド
化
へ
の
助
走
段
階
に
相
当

し
、
地
域
的
段
階
に
入
っ
て
初
め
て
イ
ン
ド
化
し
た
王
国
が
成
立
す
る
段

階
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
セ
デ
ス
は
、最
初
期
の「
第

一
次
イ
ン
ド
化
」
と
五
世
紀
以
降
の
「
第
二
次
イ
ン
ド
化
」
と
い
う
区
別

を
お
こ
な
っ
た
が
、
現
在
で
は
第
二
次
イ
ン
ド
化
の
み
を
イ
ン
ド
化
と

し
、
第
一
次
イ
ン
ド
化
は
イ
ン
ド
化
と
み
な
さ
な
い
の
が
定
説
で
あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
イ
ン
ド
化
に
先
立
っ
て
ま
ず
在
地
権
力
が
自
立
的
に
形

成
さ
れ
る
助
走
段
階
が
あ
っ
た
と
見
る
考
え
方
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
数
世
紀
に
わ
た
る
外
部
か
ら
の
文
明
的
要
素
と
の
交

流
を
経
て
、
初
め
て
外
部
の
文
明
的
要
素
が
現
地
の
社
会
に
取
り
込
ま

れ
、
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
影
響
の
結
果
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
る

パ
タ
ー
ン
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
到
来
し
た
と
き
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ

る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
が
生
ま
れ
た
七
世
紀
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア

の
住
民
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
最
初
に
改
宗
し
た
の
は
一
三
世
紀
末
の
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
に
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム

が
定
着
し
始
め
る
に
は
、
さ
ら
に
数
世
紀
く
だ
っ
た
一
六
世
紀
ま
で
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
［
青
山 2006 : 7-9

］。
こ
の
こ
と
は
、
東
南
ア

ジ
ア
に
お
い
て
外
部
文
明
か
ら
新
し
い
要
素
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、
そ

こ
に
は
数
世
紀
に
及
ぶ
助
走
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　

な
ぜ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
着
が
す
ぐ
に
始
ま
ら
な
か
っ
た
の
か
、
逆
に
、
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な ぜ 一 六 世 紀 に な っ て 普 及 に 弾 み が つ い た の か 、 と い う 問 い に対 す る 答 え は 簡 単 な も の で は な い が 、 後 者 に 対 し て は 、 と り あえ ず 、 東 南 ア ジ ア の 文 化 と 親 和 性 が 高 い ス ー フ ィ ズ ム の 台 頭 とい う イ ス ラ ー ム 内 部 の 要 因 と 、 ポ ル ト ガ ル に よ る マ ラ ッ カ 占 領（ 一 五 一 一 年 ） に と も な う イ ス ラ ー ム 知 識 媒 介 者 の 拡 散 と い う東 南 ア ジ ア 側 の 要 因 を 挙 げ て お く こ と が で き よ う 。 イ ン ド 文 明と イ ス ラ ー ム の 場 合 で は 助 走 期 間 が 存 在 し た 理 由 は 同 じ と は限 ら な い が 、 い ず れ の 場 合 で も 、 東 南 ア ジ ア 側 の 要 因 と 外 部 の文 明 側 の 要 因 の 双 方 を 検 討 す る 必 要 が あ る こ と は 確 か で あ ろう 。 イ ン ド 化 に 際 し て は 、 東 南 ア ジ ア 側 に は マ ラ ッ カ 海 峡 を 経由 し た 東 西 海 上 交 易 の 活 発 化 や 、 ク ル ケ の 段 階 区 分 で 言 う 地 域的 段 階 に 達 し た 在 地 権 力 の 発 達 と い う 条 件 を 考 え る 必 要 が ある 。 そ れ で は 、 イ ン ド 化 が 始 ま る に 際 し て の イ ン ド 側 の 要 因 はど の よ う な も の だ っ た の だ ろ う か 。
5　
イ ン ド 側 の 条 件 ： サ ン ス ク リ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス

　
東 南 ア ジ ア の イ ン ド 化 に 対 す る イ ン ド 側 の 条 件 を 考 え る た

め に は 、 ポ ロ ッ ク が 提 唱 し た サ ン ス ク リ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス（

Sanskrit 
Cos

mopolis

） の 概 念 が 有 効 で あ る ［

Pollock 1996

］  。

　
東 南 ア ジ ア に 伝 え ら れ た サ ン ス ク リ ッ ト 語 を 基 礎 と す る イ

ン ド 古 典 文 化 が 完 成 し た の は 、 北 イ ン ド に お い て 三 二 〇 年 か ら五 五 〇 年 頃 に 栄 え た グ プ タ 朝 に お い て で あ る と さ れ て い る 。 サン ス ク リ ッ ト 語 は 、 バ ラ モ ン の 教 理 を 伝 え る ヴ ェ ー ダ 文 献 の言 語 と し て 、 き わ め て 古 い 歴 史 を も っ て い る が 、 グ プ タ 朝 が

出 現 す る 頃 以 前 に は 、 バ ラ モ ン の 教 義 と 儀 礼 の た め の 宗 教 言 語と い う 枠 に 閉 じ こ め ら れ て お り 、 碑 文 な ど の 公 的 な 文 書 は 主 とし て プ ラ ー ク リ ッ ト 語 に よ っ て 記 録 さ れ て い た 。 グ プ タ 朝 に おい て 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 は 宗 教 と い う 枠 か ら 解 き 放 た れ 、 文 学や 行 政 の 言 語 と し て そ の 対 象 を 拡 大 し た の で あ る 。 こ こ に 、 サン ス ク リ ッ ト 語 に よ る 文 化 の 規 範 化 が 確 立 し た 。 こ の よ う な サン ス ク リ ッ ト 語 の 使 用 の 爆 発 的 な 拡 大 に よ っ て 形 成 さ れ た 、 西暦 三 〇 〇 年 か ら 一 三 〇 〇 年 に か け て の 、 東 南 ア ジ ア と 南 ア ジ アを 包 括 す る 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 を 公 的 状 況 で 使 用 す る 言 語 世 界を 、 ポ ロ ッ ク は サ ン ス ク リ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス と 名 付 け た 。 彼は 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 が 、 聖 職 者 の 宗 教 的 言 語 か ら 、 段 階 的 に公 的 な 政 治 言 語 へ と 、 西 暦 紀 元 の 始 ま り に 南 ア ジ ア お よ び ほと ん ど 時 を 同 じ く し て 大 部 分 の 東 南 ア ジ ア に お い て 、 サ ン ス クリ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス を 構 成 す る 政 体 に お け る 政 治 的 表 現 を なす た め の 最 重 要 な 道 具 と な っ た 、 と 主 張 し て い る 。　
こ こ で 注 目 し た い の は 、 公 的 な 政 治 言 語 と し て の サ ン ス ク

リ ッ ト 語 の 使 用 と い う 現 象 は 、 ま ず イ ン ド の 中 で 広 が り 、 そ こか ら ほ ぼ 時 を 同 じ く し て 東 南 ア ジ ア へ と 拡 大 し て い っ た と いう 指 摘 で あ る 。 こ れ は 、 グ プ タ 朝 に お い て サ ン ス ク リ ッ ト 語 が公 的 な 政 治 言 語 と な り 、 古 典 的 サ ン ス ク リ ッ ト 文 化 が 文 化 的 な規 範 と な る と 、 こ の 規 範 が 南 イ ン ド の 諸 王 国 に よ っ て 積 極 的 に受 け 入 れ ら れ た こ と を 意 味 し て い る 。 南 イ ン ド の 住 民 は ド ラヴ ィ ダ 系 の 言 語 を 母 語 と し て い る が 、 こ の 時 期 に な る と イ ンド ・ ヨ ー ロ ッ パ 系 の サ ン ス ク リ ッ ト 語 を 公 的 な 場 面 で 使 用 し 始め た の で あ る 。 こ の よ う な 点 か ら 見 る と 、 南 イ ン ド の 古 典 的 サン ス ク リ ッ ト 文 化 の 受 容 は 、 南 イ ン ド の 「 イ ン ド 化 」 と 呼 ぶ こ
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と
も
で
き
る
し
、
南
イ
ン
ド
の
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た

13
。
な
か
で
も
、
南
イ
ン
ド
東
岸
で
六
世
紀
か
ら

九
世
紀
に
か
け
て
興
隆
し
た
パ
ッ
ラ
ヴ
ァ
王
朝
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
海
上

交
易
で
結
ば
れ
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
に
大
き
く
関
わ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
南
イ
ン
ド
自
体
の
イ
ン
ド
化
の
動
き
を
考
慮
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
過
程
で
、
東
南
ア
ジ
ア
と

も
っ
と
も
接
触
が
深
か
っ
た
の
が
南
イ
ン
ド
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
南
イ
ン
ド
住
民
の
母
語
で
あ
る
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
の
語
彙
の
流
入
が
ほ

と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
も
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
イ
ン
ド
内
部
に
お
け
る
「
イ
ン
ド
化
」
の
議
論
は
す
で
に
セ
デ

ス
に
よ
っ
て
も
提
起
さ
れ
て
い
る
［C

oedès 1968 : 15

］。
セ
デ
ス
に
よ
れ

ば
「
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
は
最
初
期
に
北
西
イ
ン
ド
に
お
い
て
進
展

し
た
『
バ
ラ
モ
ン
化
』
の
海
外
へ
の
延
長
で
あ
る
。」
さ
ら
に
、
東
南
ア

ジ
ア
の
最
初
期
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
刻
文
の
出
現
は
イ
ン
ド
本
土
の
最

初
期
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
刻
文
の
出
現
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
っ
て
は
い
な

い
。
つ
ま
り
東
南
ア
ジ
ア
に
移
植
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
い
し
は

イ
ン
ド
文
明
と
「
ベ
ン
ガ
ル
の
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
明
』
と
の
唯
一
の

違
い
は
前
者
が
海
を
通
じ
て
広
が
っ
た
の
に
対
し
て
後
者
が
陸
を
通
じ

て
広
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
化
は
、
イ
ン
ド
本
土
に

始
ま
り
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
る
汎
ベ
ン
ガ
ル
湾
的

と
言
っ
て
も
よ
い
一
つ
の
運
動
で
あ
っ
た
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
論
は
も
っ
ぱ
ら
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
発
達
し
た
大
乗
仏
教

も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
経
典
の
言
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

自
体
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
も
と
も
と
宗
教
的
領
域
で
使
わ
れ
て
い

た
言
語
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
大
乗

仏
教
も
ま
た
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
の
広
が
り
と
と
も

に
、
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
哲
学
的
基
礎
で
あ
る

空
の
思
想
は
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
の
頃
に
中
観
派
を
創
始
し
た
、
南
イ

ン
ド
出
身
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
竜
樹
）
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。

五
世
紀
に
な
る
と
、
仏
教
の
教
育
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の

僧
院
が
作
ら
れ
、
一
二
世
紀
に
破
壊
さ
れ
る
ま
で
、
イ
ン
ド
は
も
と
よ
り

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
も
優
秀
な
仏
僧
を
引
き
寄
せ
た
。
五
世
紀
頃
に

は
華
厳
経
が
出
現
す
る
が
、
こ
の
大
乗
仏
教
経
典
は
、
日
本
の
八
世
紀
の

東
大
寺
毘び

盧る

舎し
ゃ

那な

仏
や
、
ジ
ャ
ワ
島
で
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て

建
立
さ
れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
寺
院
浮
き
彫
り
の
一
部
の
典
拠
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
七
五
二
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
奈
良
東
大
寺
毘
盧
遮
那

仏
の
開
眼
供
養
会
で
は
、
イ
ン
ド
出
身
の
仏
僧
菩ぼ

提だ
い

僊せ
ん

那な

（B
odhisena

）

が
開
眼
導
師
と
な
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
林
邑
楽
な
ど
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る

仏
教
の
東
漸
と
い
う
潮
流
の
一
部
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
は
、
さ
ら
に
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
イ
ン
ド
文
明
の
東
漸
と
い
う
さ
ら
に
巨
大
な

潮
流
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
イ
ン
ド
化
と
は
、
イ
ン
ド
で
巻
き
起
こ
っ

た
一
つ
の
文
化
的
運
動
で
あ
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
と
は
、
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
運
動
の
延
長
線
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
東
南
ア

ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
完
成
し
た
製
品
を
輸
入
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
現
在
進
行
形
の
運
動
の
到
来
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
運
動
が
汎
ベ
ン
ガ
ル
湾
的
な
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す

る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
至
る
イ
ン
ド
系
文
字

の
伝
播
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ン
ド
で
考
案
さ
れ
た
文
字
に
は
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
文
字
と
ブ
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ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
の
二
つ
の
系
統
が
あ
る
が
、
後
代
に
わ
た
っ
て
継
続
し

て
イ
ン
ド
で
使
わ
れ
た
文
字
は
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
の
系
統
で
あ
る
。
イ

ン
ド
全
域
に
広
が
っ
た
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
は
紀
元
四
世
紀
前
後
か
ら

北
イ
ン
ド
と
南
イ
ン
ド
の
二
つ
の
地
域
的
系
統
に
分
化
す
る
。
図
１
は
イ

ン
ド
系
文
字
の
発
展
の
諸
段
階
を
、
文
字
ta
を
例
に
と
っ
て
模
式
的
に
示

し
た
も
の
で
あ
る

14
。
も
と
も
と
北
イ
ン
ド
で
発
達
し
た
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
で
は
、
文
字
ta
は
「
Y
」
の
字
を
転
倒
さ
せ
た
よ
う
な
形
態
を
も
っ

て
い
た
が
、
や
が
て
遅
れ
て
出
現
し
た
南
イ
ン
ド
系
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文

字
で
は
、
中
心
線
が
下
に
突
き
抜
け
て
左
側
の
足
と
つ
な
が
っ
た
、
あ
た

か
も
平
仮
名
の
「
の
」
の
字
の
よ
う
な
形
態
を
取
る
（
(6)
）。
こ
の
二
つ

の
区
分
は
そ
の
後
の
北
イ
ン
ド
の
イ
ン
ド
系
文
字
と
南
イ
ン
ド
の
イ
ン

ド
系
文
字
の
間
で
引
き
続
き
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
伝

わ
っ
て
現
地
化
し
て
い
っ
た
イ
ン
ド
系
文
字
は
す
べ
て
南
イ
ン
ド
系
の

ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
に
起
源
を
も
っ
て
い
る
（
(10)
）。

　

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
か
ら
紀
元
二
、三
世
紀
こ
ろ
ま
で
は
、
碑
文
等

に
用
い
る
行
政
の
言
語
は
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
っ
た
。
グ
プ
タ
朝
時

代
に
な
っ
た
紀
元
四
世
紀
の
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
宗
教
で
用
い
ら
れ
た
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
行
政
の
言
語
と
な
り
、
碑
文
の
大
部
分
が
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、
プ

ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
と
比
べ
て
は
る
か
に
多
く
の
子
音
結
合
を
有
す
る
た

め
、
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
も
ま
た
改
良
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
パ
ッ
ラ

ヴ
ァ
王
朝
で
作
ら
れ
た
グ
ラ
ン
タ
（
聖
典
）
文
字
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
聖
典
を
表
記
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
の
一
種
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
化
の
伝
播

は
必
然
的
に
イ
ン
ド
系
文
字
の
伝
来
を
も
た
ら
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お

北インド

南インド

東南アジア大陸部

東南アジア島嶼部

(1) (2)

(9)  （10）

(3) (5)

（15） （16） （17）

（7）（6）

(11)

（8）

（19）

(14)

（18）

(12) (13) 

2世紀前3世紀 4世紀 6世紀 8世紀 10世紀 14世紀 現在

（4）

図1　インド系文字発展の諸段階（文字taを例として模式的に表示）［青山 2002 : 13を修正]

(1) アショーカ王碑文 (前3世紀)，(2) クシャーナ朝碑文 (2世紀)，(3) グプタ朝碑文 (4世紀), (4) シッダマー
トリカー文字 (7世紀), (5) デーヴァナーガリー文字 (現在), (6)イクシュヴァーク朝碑文(3世紀)，(7) タミル文
字 (8世紀), (8) タミル文字 (現在), (9) ヴォカイン碑文 (4世紀頃), (10) ドンイェンチャウ碑文 (4世紀後半), 
(11) クメール文字 (6世紀頃), (12) クメール文字 (970年), (13) クメール文字 (現在), (14) ビルマ文字 (現
在), (15) クタイ碑文 (400年頃), (16) プールナヴァルマン王碑文 (5世紀中頃), (17) ディノヨ碑文 (760年), 
(18) アーディティヤヴァルマン王碑文 (1374年), (19) ジャワ文字 (現在).
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け
る
最
古
の
イ
ン
ド
系
文
字
は
四
世
紀
に
出
現
し
て
お
り
、
セ
デ
ス
も
指

摘
し
て
い
る
と
お
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ

リ
ス
の
出
現
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
が
ま
さ
に
イ
ン
ド
化

の
運
動
の
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

6
　「
イ
ン
ド
化
」
と
中
国
文
明

　

こ
れ
ま
で
、
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
を
取
り

上
げ
、
解
答
へ
の
道
筋
を
示
す
な
か
で
、
イ
ン
ド
化
の
特
徴
を
浮
き
彫
り

に
し
て
み
た
い
。
そ
の
問
題
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
を
促
し
た

基
本
的
な
要
因
が
、
東
西
海
上
交
易
の
中
継
点
と
い
う
地
理
的
位
置
に
あ

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
東
西
海
上
交
易
の
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
中
国

文
明
の
影
響
が
な
ぜ
東
南
ア
ジ
ア
に
は
顕
著
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
少
な

く
と
も
、
な
ぜ
当
初
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
化
が
先
行
し
た
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
中
国
本
土
と
陸
続
き
で
あ
り
、
前
漢
の
時
代
に

中
国
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
て
、
紀
元
一
〇
世
紀
に
独
立
を
達
成
し
た
ベ
ト

ナ
ム
北
・
中
部
は
、
中
国
の
支
配
の
も
と
で
漢
字
、
仏
教
、
儒
教
、
道
教

な
ど
の
中
国
文
明
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

扶
南
や
闍
婆
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の
大
部
分
の
地
域
は
、
朝
貢
遣
使
を
お
こ

な
っ
て
中
国
と
の
外
交
関
係
を
も
ち
な
が
ら
も
、
結
局
は
イ
ン
ド
化
し
て

い
る
。
こ
の
問
題
は
、
イ
ン
ド
化
を
考
え
る
う
え
で
、
論
理
的
に
不
可
避

の
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
世
界
の
歴
史
的
条
件

を
検
討
し
て
み
た
い
。
西
嶋
［2000 : 5-6

］
に
よ
る
と
、
東
ア
ジ
ア
世
界

を
構
成
す
る
指
標
と
し
て
漢
字
文
化
、
儒
教
、
律
令
制
、
仏
教
の
四
項
目

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
漢
字
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と

言
う
の
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
基
本
的
に
中
国
を
中
心
と
し
て
そ
の
周

辺
の
朝
鮮
、
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
を
含
ん
だ
多
言
語
の
領
域
で
あ
る
。
中
国

語
と
は
言
語
が
異
な
り
、
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
周
辺
社
会

に
、
漢
字
文
化
が
展
開
す
る
こ
と
で
、
中
国
文
明
の
他
の
要
素
が
受
容
さ

れ
る
基
礎
が
形
成
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
世
界
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
漢
字
と
漢
文
が
東
ア
ジ
ア
世
界
の
共
通
項
と
な
っ
て
い
る
点

は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
イ
ン
ド
系
文
字
を
共
通
項
と
し
て
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
が
成
立
し
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
漢
字
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
イ
ン
ド

系
文
字
の
伝
播
と
は
違
っ
た
状
況
を
西
嶋
は
想
定
し
て
い
る
。
西
嶋

［2000 : 137

］
に
よ
る
と
、「
漢
字
が
中
国
の
周
辺
地
域
に
伝
播
し
た
の
は
、

中
国
文
化
が
周
辺
の
地
域
に
比
較
し
て
い
ち
は
や
く
発
達
し
た
た
め
に
、

そ
れ
が
周
辺
の
低
い
文
化
の
地
域
に
自
然
に
拡
大
し
た
、
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
。」
漢
字
の
伝
播
は
、「
文
化
が
文
化
と
し
て
ひ
と
り
歩
き
を
し

た
た
め
に
実
現
し
た
の
で
は
な
く
て
、
実
は
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
国
際

的
政
治
関
係
が
そ
の
こ
と
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
西
嶋
が

中
国
と
の
国
際
的
政
治
関
係
、
す
な
わ
ち
冊
封
体
制
を
強
調
す
る
の
は
、

周
辺
諸
国
の
自
立
性
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

15
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
中
国
の
周
辺
諸
国
が
中
国
の
文
明
的
要
素
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
必

ず
し
も
中
国
の
直
接
的
な
政
治
的
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
（
む

ろ
ん
、
ベ
ト
ナ
ム
の
よ
う
に
そ
う
な
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
が
）、
む
し
ろ

冊
封
体
制
と
い
う
国
際
的
政
治
関
係
に
は
い
っ
た
こ
と
で
、
周
辺
諸
国
の

側
で
漢
字
を
初
め
と
す
る
中
国
文
化
を
受
容
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る



137

———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

と
い
う
主
体
的
条
件
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
在
地
権
力
の
主
体
的

な
文
明
の
受
容
と
い
う
点
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
も
共
通
し
て
い
る
が
、
冊

封
体
制
と
い
う
国
際
秩
序
を
想
定
す
る
点
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
場
合
と
さ
ら
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
海
上
交
易
の
役
割

で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
イ
ン
ド
化
に
先
行
し
て
海
上
交
易
が
発
達

し
た
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、西
嶋
［2000 : 173

］
に
よ
る
と
、

中
国
と
日
本
の
商
人
の
往
来
は
、「
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
の
国

際
秩
序
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
東
ア
ジ
ア
世
界
と
い
う
国
際

的
政
治
機
構
を
場
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
古
代
東
ア
ジ

ア
世
界
の
本
質
は
政
治
的
な
機
構
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
存
在
が
そ

の
中
に
交
易
活
動
を
促
進
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
。
つ
ま

り
、
国
際
秩
序
の
形
成
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
交
易
活
動
が
発
生
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
西
嶋
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の

大
部
分
が
中
国
文
明
の
要
素
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
ベ
ト
ナ
ム

を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
が
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
的
政
治
関
係
の
中
に

組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

扶
南
を
初
め
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
が
朝
貢
を
行
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
文
明
の
影
響
を
受
け
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
。
と
す
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の
朝
貢
は
東
ア
ジ
ア
の
朝
貢
と
は
性
格
が

異
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
政
治
的
な
関
係
が
ま
ず
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
、
商
業
的
な
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
西
嶋
の
主
張
は
少

な
く
と
も
東
南
ア
ジ
ア
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
る
か
、
い
ず
れ
か

で
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
は
今
こ
の
問
題
に
対

す
る
明
確
な
答
え
の
持
ち
合
わ
せ
は
な
い
が
、
西
嶋
の
指
摘
が
、
東
南
ア

ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
世
界
が
歴
史
的
文
化
圏
に
特
徴
的
な
の
は
、
冊
封
体
制
に

よ
っ
て
、
中
国
を
中
心
と
す
る
国
際
的
政
治
秩
序
関
係
が
成
立
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
儒
教
や
漢
訳
仏
典
に
依
拠
し
た
大
乗
仏
教
の
伝
播
、
律
令

制
の
普
及
も
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
政
治
構
造
を
媒
介
と
し
て
初
め
て

実
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
世
界
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア

ジ
ア
の
間
に
は
、
た
し
か
に
ダ
ル
マ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
の
伝
来
は
あ
っ
た
も

の
の
、
国
際
的
政
治
秩
序
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
と
東
南
ア

ジ
ア
の
間
に
は
、
政
治
的
で
は
な
く
、
長
距
離
海
上
交
易
網
に
依
拠
し
た
、

緩
や
か
な
商
業
的
な
文
化
的
な
結
び
つ
き
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
他
に
、
中
国
文
明
が
東
南
ア
ジ
ア
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
根
拠
を
い
く
つ
か
推
測
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
中
国
の
人

文
地
理
的
環
境
が
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
国
文
明
の
中
心
地
は

黄
河
・
長
江
流
域
で
あ
り
、
陸
路
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
支
配
は
別
に
す
る

と
、
海
を
越
え
た
中
国
文
明
の
影
響
は
こ
れ
ら
の
河
川
が
流
れ
込
む
東
シ

ナ
海
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
文
明
の
中
心
地
は
ガ

ン
ジ
ス
川
流
域
で
あ
り
、
こ
の
川
が
流
れ
込
む
ベ
ン
ガ
ル
湾
周
辺
地
域
に

対
し
て
、
南
イ
ン
ド
を
含
め
て
、
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
が
強
く
及
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
応
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
意
識
の
違
い
も
重
要
で
あ

る
。
中
国
で
は
宋
代
に
な
る
ま
で
長
江
以
南
の
華
南
の
開
発
は
な
か
な
か

進
ま
ず
、
長
ら
く
辺
境
の
地
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
南
方
に
広
が

る
南
海
の
国
々
も
蕃
夷
の
地
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ

ン
ド
に
は
、『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
の
一
節
に
も
出
て
く
る
こ
と
だ
が
、
ベ

ン
ガ
ル
湾
の
海
の
彼
方
に
は
黄
金
の
島
（Suvarṇadvīpa

）、
エ
ル
ド
ラ
ド

が
あ
る
と
い
う
伝
承
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
な
じ
み
の
感
覚
が
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あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う
共
通
し
た
気
候
も
東
南

ア
ジ
ア
に
対
す
る
親
近
感
を
強
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
海
洋
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
東
シ
ナ
海
や
南
シ
ナ
海
と
比
較

し
て
、
古
代
か
ら
イ
ン
ド
洋
は
文
明
間
交
流
の
舞
台
で
あ
り
、
モ
ン
ス
ー

ン
の
利
用
な
ど
の
遠
洋
航
海
技
術
が
発
展
し
て
い
た
。
イ
ン
ド
人
も
早
く

か
ら
遠
洋
航
海
に
よ
る
貿
易
活
動
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
、
仏
教
経
典

の
記
述
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
人
が
本
格
的

に
遠
洋
航
海
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
宋
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
中
国
人
と
比
べ
て
イ
ン
ド
人
の
方
が
積

極
的
に
東
南
ア
ジ
ア
に
出
向
い
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
最

後
に
、
い
さ
さ
か
主
観
的
な
表
現
に
な
る
が
、
イ
ン
ド
化
の
時
代
に
は
総

じ
て
イ
ン
ド
文
明
は
相
対
的
に
中
国
文
明
よ
り
も
「
魅
力
的
」
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
々
や
仏
教
の
神
々
の
荘
厳
さ
は
王
侯

貴
族
の
感
覚
を
魅
了
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
の
英
雄
の
武
勇
伝
は
民
衆

の
娯
楽
へ
の
渇
望
を
癒
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
大
乗
仏
教
の
哲
学
的
思
索
は

知
識
人
の
知
的
欲
求
に
応
え
た
は
ず
で
あ
る
。
最
後
の
点
は
、
法
顕
、
義

浄
、
玄
奘
と
い
っ
た
中
国
人
僧
侶
が
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
て
イ
ン
ド
ま

で
旅
を
し
た
と
い
う
事
実
が
は
っ
き
り
と
証
明
し
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
そ
し
て
、
パ
レ
ン
バ
ン
で
学
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
多
く
の
東
南
ア
ジ

ア
の
仏
僧
た
ち
も
ま
た
イ
ン
ド
に
対
し
て
同
様
の
憧
憬
の
念
を
抱
い
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

7
　
お
わ
り
に
：
イ
ン
ド
化
と
現
地
化

　

こ
こ
ま
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
と
い
う
現
象
を
歴
史
的
文
脈
の

中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
イ
ン
ド
化
と

い
う
過
程
に
は
段
階
が
あ
る
こ
と
、
東
南
ア
ジ
ア
側
と
イ
ン
ド
側
の
両
方

の
条
件
が
そ
の
過
程
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
は
イ
ン

ド
と
東
南
ア
ジ
ア
を
包
含
し
た
運
動
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
中
国
文
明
と

イ
ン
ド
文
明
と
の
間
に
は
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
関
係
に
違
い
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ

で
は
、
私
た
ち
は
、
イ
ン
ド
化
と
い
う
過
程
の
中
に
あ
る
イ
ン
ド
文
明
と

東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
社
会
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
前
に
、
文
明
と
文
化
に
つ
い
て
の
定
義
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。
桜
井
［2001 : 16

］
に
よ
れ
ば
「
自
然
に
対
し
て
独
立
性

の
強
い
特
殊
な
文
化
要
素
は
抽
象
性
、
論
理
性
が
強
く
、
環
境
的
な
制
約

を
こ
え
て
伝
播
す
る
こ
と
が
可
能
」
で
あ
り
、「
こ
の
地
域
を
こ
え
た
伝

播
性
を
も
っ
た
特
殊
な
文
化
要
素
を
文
明
要
素
と
よ
ぶ
。
文
明
要
素
が
一

定
の
秩
序
を
も
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
文
明
と
呼
ぶ
」
と
定

義
し
て
い
る
。
一
般
に
文
化
は
生
態
環
境
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
制
約
を
乗
り
越
え
る
だ
け
の
普
遍
性
を
獲
得
し
た
文
化

の
体
系
が
文
明
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
文
化
に
可
搬
性
が
な

い
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
衣
装
、
食
生
活
、
祭
礼
、

舞
踊
、
演
劇
、
神
話
、
物
語
と
言
っ
た
、
本
来
は
あ
る
生
態
環
境
に
根
ざ

し
た
文
化
要
素
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
文
明
と
い
う
枠
組
み
の
一
部
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
環
境
に
伝
播
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
イ
ン
ド
化
に
お
い
て
は
、
外
部
の
文
明
が
現
地
社
会
の
あ

り
方
を
根
本
的
に
規
定
す
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
現

地
社
会
の
論
理
が
貫
徹
し
て
い
て
外
部
の
文
明
か
ら
適
当
な
要
素
を
借
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り
て
い
る
だ
け
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
フ
ァ

ン
・
ル
ー
ル
や
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
の
流
れ
を
く
ん
だ
、
イ
ン
ド
化
は
皮
相
的

な
現
象
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

深
見
は
、「
イ
ン
ド
化
」
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
東
南
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド

に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
東
南
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド
で
は

な
く
東
南
ア
ジ
ア
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、「
イ
ン
ド
化
」

と
い
う
語
で
は
な
く
「
イ
ン
ド
文
化
の
摂
取
」
と
い
う
語
を
使
う
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
る
［
深
見 1994 : 54-55

］。
そ
の
う
え
で
、
イ
ン
ド
化
と

は
、
在
地
権
力
者
た
ち
が
自
ら
の
権
力
の
正
統
化
と
周
囲
の
類
似
勢
力
に

対
す
る
優
位
確
保
の
手
段
と
し
て
お
こ
な
っ
た
イ
ン
ド
文
化
の
摂
取
で

あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

「
イ
ン
ド
化
」
と
は
、地
方
的
王
権
［
青
山
注
：
ク
ル
ケ
の
言
う
地
域
的
段
階
］

の
形
成
と
い
う
新
し
い
歴
史
的
事
態
に
対
応
す
る
必
要
か
ら
生
じ
た
現
象

で
あ
っ
て
、
台
頭
し
て
き
た
支
配
者
た
ち
が
イ
ン
ド
の
文
化
を
摂
取
し
た

た
め
に
お
こ
っ
た
現
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
国
家
形
成
と
い
う

「
本
質
」
が
イ
ン
ド
的
「
表
現
」
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
奈
良
は
、
イ
ン
ド
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、

イ
ン
ド
的
な
表
現
を
と
る
こ
と
を
イ
ン
ド
化
と
定
義
し
た
う
え
で
、
イ
ン

ド
化
の
過
程
の
中
に
文
明
の
レ
ベ
ル
と
文
化
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
、「
国

家
形
成
の
時
に
高
い
文
明
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
」
こ
と
を
「
イ
ン
ド
化
」

と
呼
び
、
様
々
な
物
語
や
儀
礼
と
い
っ
た
文
化
レ
ベ
ル
で
の
受
容
を
「
イ

ン
ド
文
化
の
摂
取
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
［
奈
良 2005 : 383

］。

そ
の
う
え
で
、
文
明
レ
ベ
ル
の
イ
ン
ド
化
は
社
会
の
上
層
部
が
受
け
入
れ

た
に
と
ど
ま
り
、
後
の
社
会
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
と
は
言
い
難
い
と

し
、
文
化
レ
ベ
ル
の
イ
ン
ド
文
化
の
摂
取
の
方
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩

を
題
材
と
す
る
ジ
ャ
ワ
の
ワ
ヤ
ン
（
人
形
影
絵
芝
居
）
の
よ
う
に
定
着
し

て
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
す
る
。
奈
良
に
よ
る
文
明
と
文
化
の
レ
ベ

ル
の
区
別
は
実
際
的
で
便
利
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
深
見

の
主
張
の
背
景
に
あ
る
、
現
地
社
会
の
自
律
的
な
発
展
を
重
視
し
、
イ
ン

ド
文
明
の
要
素
の
受
容
は
皮
相
的
だ
と
み
る
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　

私
自
身
は
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
に
お
い
て
、
在
地
権
力
の
自
律
的
な
国

家
形
成
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
イ
ン
ド
的
表
現
を
と
っ

た
と
い
う
考
え
方
に
は
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
律

的
な
発
達
を
重
視
す
る
が
た
め
に
、
外
部
文
明
か
ら
の
影
響
を
皮
相
的
な

も
の
と
し
て
排
除
す
る
考
え
方
に
は
必
ず
し
も
与
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
感
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
自
体
が
か
え
っ
て
現

地
社
会
の
変
化
す
る
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
成
り
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
仮
に
イ
ン
ド
化
が
皮
相
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
次

の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
も
ま
た
皮
相
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
国
民
国
家
も

ま
た
皮
相
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の

社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
な
り
国
民
国
家
の
あ
り
様
な
り
が
独
自
な
性
格
を

も
つ
こ
と
は
当
然
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
、
そ
の
社
会
が
古
来
か
ら
変
わ
る

こ
と
の
な
い
本
質
を
維
持
し
続
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
の
間
に
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
本
質
論
に
は
か
な
り

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

外
部
の
文
明
の
要
素
が
伝
播
し
た
と
き
、
そ
れ
は
受
け
入
れ
社
会
の
変

容
を
引
き
起
こ
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
入
っ
て
き
た
文
明
の
要
素
の
方

も
受
け
入
れ
社
会
に
よ
っ
て
変
化
を
被
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ン
ド
化

の
過
程
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
社
会
の
イ
ン
ド
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
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イ
ン
ド
文
明
の
現
地
化
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
化
と
現
地
化

と
は
同
じ
コ
イ
ン
の
両
面
で
あ
っ
て
、
現
地
化
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
イ

ン
ド
化
が
皮
相
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
を
下
す
こ
と
は
、
か

え
っ
て
、
イ
ン
ド
化
の
本
質
を
見
失
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
に
関
す
る
著
作
の
な
か
で
デ
イ
は
、
イ
ン
ド

化
に
お
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
役
割
に
つ
い
て
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス

の
主
張
に
対
す
る
ポ
ロ
ッ
ク
の
批
判
を
肯
定
的
に
引
用
し
つ
つ
、
現
地

化
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
解
を
表
明
し
て
い
る
［D

ay 2002 : 42

］。
そ
れ

に
よ
る
と
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
役
割
に
つ
い
て
、

「
古
来
か
ら
存
続
し
て
い
る
土
着
的
信
仰
に
よ
り
鮮
明
な
形
を
与
え
る
」

も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
そ
れ
に
反
論
し
て
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
役
割
は
、
東
南
ア
ジ
ア
文
化
の
新
し
い
形
態
の
「
真
の
意
味

で
の
創
造
」
に
あ
り
、「
そ
の
過
程
で
そ
れ
自
体
も
形
を
変
え
て
い
く
も

の
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
デ
イ
自
身
の
見
解
と
し
て
、「
現
地
化

と
は
、
外
来
文
化
の
単
な
る
吸
収
で
あ
る
と
か
、
外
来
文
化
に
対
す
る
適

応
で
あ
る
と
か
で
は
な
く
、文
化
の
変
容
（transform

ative

）」
だ
と
す
る
。

　

こ
こ
で
デ
イ
が
使
っ
て
い
る
文
化
の
変
容
と
い
う
概
念
は
、
東
南
ア
ジ

ア
の
イ
ン
ド
化
を
考
え
る
上
で
鍵
と
な
る
概
念
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
は
イ
ン
ド
的
な
表
現
を
用
い
て
自
ら
を
表
現
す

る
ま
さ
に
そ
の
過
程
で
文
化
的
な
変
容
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
の
過
程
こ
そ

が
イ
ン
ド
化
と
呼
ぶ
に
値
す
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ

ン
ド
化
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
が
イ
ン
ド

に
な
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
と
は
決
定
的
に
異
な
る
、
ま
さ
に
「
イ

ン
ド
化
」
し
た
と
し
か
名
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
し
い
東
南
ア
ジ
ア

社
会
へ
と
変
容
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

外
部
の
文
明
要
素
の
受
容
を
文
化
の
変
容
の
過
程
と
見
る
考
え
方
は
、

イ
ン
ド
化
の
場
合
以
外
に
も
適
用
で
き
る
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
イ
ス
ラ
ー
ム
が
到

来
し
た
と
き
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と

は
異
な
る
独
自
の
性
格
を
も
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
と
な
り
な
が
ら
も
、
や
は

り
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、
普
遍
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
に
多
様
性
を
認
め
た
う
え
で
、
現
地
化

し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
も
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
と
し
て
認
め
る

考
え
方
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
も
、
変
容
の
過
程
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
知
見
を
得
る
可

能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
稿
は
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
文
明
の
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
）

か
ら
始
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
一
つ
の
結
論
に
達
し
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
他

者
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
ら
が
、
他
者
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
つ
つ
も
他
者

そ
の
も
の
で
は
な
い
新
し
い
自
身
へ
と
変
容
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
と
同
時
に
他
者
も
ま
た
自
ら
の
中
で
変
容
し
て
い
く
こ
と
、
こ
の
よ

う
な
過
程
こ
そ
が
イ
ン
ド
化
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
本
質
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

（
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
六
日
に
東
京
大
学
で
開
催
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア

学
会
関
東
部
会
・
比
較
文
明
学
会
合
同
例
会
に
お
い
て
著
者
が
お
こ
な
っ
た
報
告
「
イ

ン
ド
化
再
考
：
西
と
東
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
古
典
的
文
化
表
象
形

成
の
過
程
と
し
て
」
に
基
づ
き
、
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
を
し

て
い
た
だ
い
た
染
谷
臣
道
氏
、
奈
良
修
一
氏
ほ
か
の
皆
様
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。）
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注

（
1
）
こ
の
こ
と
は
、
西
方
か
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
到
来
も
イ
ン
ド
を
媒
介
と
し
て
い
る

点
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
本
格
的
な
普
及
は
イ

ン
ド
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
着
を
見
て
か
ら
で
あ
り
、
イ
ン
ド
西
部
の
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
の
ス
ラ
ト
は
ア
ラ
ブ
世
界
と
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
港
市
と
し
て
著
名
で
あ
っ

た
。

（
2
）
ベ
ト
ナ
ム
を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
公
用
語
は
す
べ
て
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー

フ
ミ
ー
文
字
に
由
来
す
る
文
字
を
公
用
の
文
字
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
島
嶼

部
で
も
、
ロ
ー
マ
字
の
使
用
が
普
及
す
る
以
前
は
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字

が
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
一
部
の
地
方
言
語
で
は
現
在
も
部
分
的
に
使
用
が
続
い
て

い
る
（
バ
リ
文
字
な
ど
）［
青
山 2002

］。

（
3
）
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
は
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
て
い
る
［
青
山 

2006

］。
な
お
、
本
稿
の
主
題
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
が
、
も
し
あ
え
て
付
け
加
え
る

な
ら
ば
、
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
は
、
国
民
国
家
と
し
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
ど

う
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。
独
立
し
た
国
民
国
家
と
し
て
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
成
立
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
淵
源
を
さ
か
の
ぼ
る
民
族
主
義
や
民
主
主
義
に
基

礎
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
も
し
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
を
文

字
通
り
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
民
国
家
と
し
て
の
あ
り
方
を
否

定
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

（
4
）
実
際
、筆
者
の
見
解
で
は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、と
り
わ
け
ジ
ャ
ワ
社
会
の
イ
ス
ラ
ー

ム
に
独
自
性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
が
ジ
ャ
ワ
社
会
の
深

層
に
定
着
し
て
る
か
ら
こ
そ
だ
か
ら
で
あ
る
［
青
山 2005

］。
し
か
し
な
が
ら
、
イ

ン
ド
化
を
皮
相
的
な
現
象
と
見
る
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
は
、
イ
ン
ド
化
は
「
地

域
の
歴
史
に
新
し
い
一
章
を
も
た
ら
し
た
」
と
い
う
よ
り
は
「
古
来
か
ら
存
続
す
る

固
有
の
信
仰
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
の

主
張
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
［W

olters 1982 : 9

］。

（
5
）
本
節
の
時
代
的
枠
組
み
は
主
と
し
て
深
見
［1994 : 52

］
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

（
6
）
同
書
に
は
、
東
方
に
あ
る
絹
の
産
地
テ
ィ
ー
ナ
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
中
国
に
つ

い
て
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
イ

ン
ド
と
中
国
と
の
間
の
交
易
は
陸
路
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
［
村
上 1993

］。

（
7
）
葉
調
国
は
イ
ン
ド
側
の
文
献
に
現
れ
る
ヤ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
（Yavadvīpa

）

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
は
ジ
ャ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ

（Javadvīpa

）
と
も
表
記
さ
れ
、
ジ
ャ
ワ
島
な
い
し
ス
マ
ト
ラ
島
、
マ
レ
ー
半
島
を
指

し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
注
7
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
憍
陳
如
闍
邪
跋
摩
は
カ
ウ
ン
デ
ィ
ン
ヤ
・
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン(K

auṇḍinya 

     Jayavarm
an)

を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
義
浄
が
残
し
た
記
録
と
し
て
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
が
有
名
だ
が
、
他
に
『
大

唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』
が
あ
り
、
ま
た
、『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
羯
磨
』
に
挿
入
さ

れ
た
注
な
ど
に
も
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
状
況
が
生
き
生
き
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
11
）
ジ
ャ
ワ
島
で
は
、
島
の
西
部
で
は
五
世
紀
に
タ
ー
ル
マ
ー
王
国
が
出
現
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ
島
で
本
格
的
な
イ
ン
ド
的
王
国
の
記
録

が
現
れ
る
の
は
、
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
お
く
れ
た
八
世
紀
中

葉
の
ジ
ャ
ワ
島
中
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
七
三
二
年
の
チ
ャ
ン
ガ
ル
碑
文
に
は
穀
物

の
実
り
豊
か
で
、
金
鉱
の
豊
か
な
ヤ
ヴ
ァ
（Yava

）
に
お
い
て
シ
ヴ
ァ
神
を
象
徴
す

る
リ
ン
ガ
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
一
方
で
、
七
七
八
年
の
カ
ラ
サ
ン
碑

文
で
は
大
乗
仏
教
が
信
奉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
な
お
、
カ
ラ
サ

ン
碑
文
の
文
字
は
例
外
的
に
北
イ
ン
ド
系
の
文
字
で
、
図
1
の

（4）
に
近
い
）。
ま
た
、

大
陸
部
で
は
ク
メ
ー
ル
系
の
真
臘
が
七
世
紀
に
扶
南
を
併
合
し
、
後
に
隆
盛
を
誇
る

ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
の
基
礎
を
築
い
て
い
る
。
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（
12
）
ビ
ッ
グ
マ
ン
と
は
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
文
化
人
類
学
研
究
に
お
い
て
、
個
人
の
卓
越

し
た
能
力
に
基
づ
い
て
民
衆
の
支
持
を
得
る
指
導
者
の
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ッ
グ
マ
ン

に
よ
る
地
方
の
統
合
は
、
多
く
の
場
合
、
ビ
ッ
グ
マ
ン
が
力
を
失
っ
た
り
死
亡
し
た

り
し
た
時
点
で
崩
壊
す
る
。

（
13
）
イ
ン
ド
の
文
化
人
類
学
で
は
、「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
は
、
下
位
の
ジ
ャ
ー
テ
ィ

集
団
が
上
位
集
団
の
慣
習
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ

る
運
動
を
さ
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
長
い
歴
史
的
視
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
南

イ
ン
ド
社
会
に
よ
る
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
化
の
受
容
も
、
社
会
的
地
位
の
向
上

を
目
指
し
た
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
の
一
種
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
14
）
図
1
は
青
山
［2002 : 13
］
に
掲
載
し
た
図
の
一
部
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
く
に
ヴ
ォ
カ
イ
ン
碑
文
の
年
代
に
つ
い
て
は
ポ
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
い
四
世
紀
と
し

た
［Pollock 1996 : 219

］。

（
15
）
中
国
の
皇
帝
が
周
辺
諸
国
の
首
長
に
対
し
て
官
職
と
爵
位
を
授
け
る
こ
と
を
冊
封

と
い
う
。
冊
封
さ
れ
た
国
は
中
国
に
対
し
て
朝
貢
な
ど
の
義
務
を
負
い
、
逆
に
中
国

は
そ
の
国
を
軍
事
的
に
援
助
し
た
。
朝
貢
は
、
皇
帝
か
ら
の
回
賜
が
貢
納
を
質
量
共

に
上
回
る
た
め
、
周
辺
諸
国
に
と
っ
て
は
魅
力
的
な
貿
易
形
式
で
あ
っ
た
。
宋
代
以

降
、
冊
封
体
制
は
朝
貢
貿
易
を
中
軸
と
す
る
国
際
秩
序
の
枠
組
み
と
な
っ
た
。
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