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他

界

地

理

学

事

始

日
本
古
代

の
霊
的
航
海
者

の
た
め
の
里
程
案
内

正

木

晃

対
象
と
方
法

以
下
、
日
本
古
代
の
死
後
世
界
に
関
す
る
解
明
を
試
み
る
。

こ
こ
で
い
う
古
代
の
範
囲
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
縄
文
中
期
か
ら
、
平
安
末
期
を
指
す
。
前
者
の
設
定
理
由

は
、
検
討
の
対
象
と
な

り
う
る
史
料
が
存
在
す
る
上
限
が
縄
文
中
期
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
後
者
の
設
定
理
由
は
、
こ
の
時
期
、
日
本
型
の
浄
土
思
想
が
そ

う
と
う
に
成
熟
し
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
日
本
の
伝
統
的
な
死
後
世
界
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
る
。
仮
に
、
南
北
朝

か
ら
室
町
初
期
に
い
た
る
時
期
に
ま
で
、

つ
ま
り
日
本
中
世
に
ま
で
触
手
を
の
ば
せ
ば
、
近
代
化
以
前
に
お
け
る

日
本
人
の
死
後
世
界
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
ぼ
全
容
を
解
明
し
う
る
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
紙
幅

の
つ
こ
う
上
、
そ
れ
は
次
の
機
会

に
譲
る
し
か
な
い
。

解
明
の
方
法
と
し
て
は
、
考
古
史
料
を
含
む
図
像
の
宗
教
学
的
な
次
元
に
お
け
る
読
解
に
中
心
を
置
き
、
も
し
文
献
史
料
が
存
在
す
る

場
合
は
、
両
者
の
付
き
合
わ
せ
か
ら
可
能
な
限
り
正
確
に
、
そ
の
当
時
の
人
々
の
死
後
世
界
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
解
読
す
る
こ
と
と
す

る
。
図
像
を
第

一
に
挙
げ
た
の
は
、
晩
年
を
死
に
ま

つ
わ
る
歴
史
研
究
に
費
や
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
史
家
、
故

フ
ィ
リ

ッ
プ

・
ア
リ

エ
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ス
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、
「図
像
は
、
文
字
表
現
で
は
洩
れ
お
ち
て
し
ま
う
、
お
ぼ
ろ
げ
な
、
押
し
こ
め
ら
れ
て
し

ま

っ
て
い
る
意
味

の

　ユ
　

う
ち
の
い
く
つ
か
を
、
し

っ
か
り
保
持
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
従
来
の
文
献
中
心
の
方
法
と

は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る

対
象
に
ず
れ
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

む
ろ
ん
、
た
だ
死
後
世
界
と
い
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
漠
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
死
後
世
界
を
、
死
者
の
肉
体
を
離
脱
し
た
霊
魂
な
い
し

そ
れ
に
準
ず
る
存
在
が
、
或
る
過
程
を
経
る
な
り
し
て
、
最
終
的
に
到
達
す
る
と
人
々
が
考
え
て
い
た
場
所
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
は
、

死
後

に
も
な
ん
ら
か
の
存
在
が
残
る
と
い
う
事
態
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
日
本
人
は
、
中
世

の
禅
宗
の
徒
の

一
部
を

除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
を
も
た
な
か

っ
た
が
ゆ
え
に
、
充
分
有
効
で
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
使
わ
れ
る
死
後
世
界
と
い
う
言

葉
は
、
死
者
の
霊
魂
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
存
在
が
永
遠
に
休
ら
う
場
所
、
も
し
く
は
再
生
の
た
あ
に

一
時
的
に
宿
る
場
所
を
意
味
し
、

極
く

一
般
的
な
用
語
で
い
え
ば

「あ
の
世
」
で
あ
り
、
仏
教
の
用
語
で
い
え
ば
彼
岸

・
浄
土

.
極
楽

.
地
獄
な
ど
と
な
る
。

さ
て
、
今
回
は
現
在
人
々
が
生
き
て
活
動
し
て
い
る
場
所
、

つ
ま
り
こ
の
世

(此
岸
)
か
ら
死
後
世
界
ま
で
の
距
離

に
、
と
り
わ
け
時

代

に
よ
る
距
離
の
変
動
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
わ
け
は
、
そ
う
し
た
偏
差
に
こ
そ
、

ア
ジ
ア
の
東
涯
に
位
置
す
る
弧
状
列
島
に
暮
ら
し
て

き
た
人
々
の
精
神
の
あ
り
よ
う
が
、
最
も
端
的
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
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(
1
)

フ
ィ
リ

ッ
プ

・
ア
リ

エ
ス

『図
説

死

の
文
化
史
』

四
頁

(福
井
憲
彦

訳

日
本

エ
デ

ィ
タ

ー
ス
ク
ー

ル
出
版
部

一
九
九
〇
)

生
死

の
冥
婚

生
者
と
死
者
の
関
係
を
物
語

っ
て
く
れ
そ
う
な
最
古
の
史
料
は
、
お
そ
ら
く
縄
文
中
期

(五
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
年
前
)
に
位
置
づ
け
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図1子 宮 に帰 る こど もの霊魂(学 研

「縄文の神 秘」よ り)

ら
れ
る
絵
画
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
長
野
県
富
士
見
町
の
唐
渡
宮
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
、
埋
甕
と
呼
ば
れ
る
大
型
の
壺
状
土
器

(井
戸
尻
考

古
館
所
蔵

高
六
四

・
五
セ
ン
チ
)
の
側
面
下
方
に
描
か
れ
た
不
思

議
な
線
画

(図
1
)
で
あ
る
。
考
古
的
な
遺
物
の
常
で
解
釈
に
は
諸

説
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
こ
れ
は
死
ん
だ
子
供

の
霊
魂
が
、
再
び
母
親

の
胎
内
に
も
ど
る
瞬
間
を
描
写
し
て
い
る
ら
し
い
。
埋
甕
が
死
産
児

な
ど
を
埋
葬
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
特
殊
な
土
器
で
あ
る
点
、
お
よ

び
比
較
的
最
近
ま
で
死
産
児
を
、
そ
の
母
親
が
よ
く
通
る
家
屋
の
入

口
付
近
に
埋
葬
す
る
習
俗
が
日
本
各
地

で
見
ら
れ
た
事
実
、
の
つ
ご

　ユ
　

う
二
点
が
上
記
の
解
釈
の
根
拠
と
い

っ
て
よ
い
。

こ
の
絵

で
は
、
子
供
の
霊
魂
は
点
線
で
陽
炎
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
両
足
を
広
げ
た
母
親

の
、

や
や
ひ
し
ゃ
げ
た
楕
円

状

の
女
性
器
に
向
か

っ
て
、
地
中
か
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
ち
昇

っ
て
ゆ
く
。
ゆ
ら
あ
く
陽
炎
の
よ
う
に
見
え
る
表
現
は
、
た
ぶ
ん
霊
魂
が
原

則
と
し
て
は
不
可
視

で
あ
り
、
時
に
よ
り
何
ら
か
の
気
配
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
感
得
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絵
画
に
よ
れ
ば
、
縄
文
中
期
の
段
階
で
は
、
少
な
く
と
も
死
ん
だ
子
供
の
霊
魂

は
、
そ
の
母
親

の
周
囲

に
と
ど
ま

っ
て
、
再
生

の
機
会
を
待

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
死
者
の
霊
魂
が
近
親
者
の
近
く
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
、

次
の
事
例
か
ら
推
測
す
る
と
何
も
子
供
に
限
ら
な
か

っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
事
例
と
は
、
少
し
時
代
が
下

っ
た
縄
文
後
期

(
四
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
年
前
)
に
特
徴
的
な
、

い
わ
ゆ

る
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル

(環
状
列
石

秋
田
県
鹿
角
市
の
野
中
堂
遺
跡
な
ど
)

で
あ
る

(図
2
)
。
中
心
に
棒
状
の
石
を
立
て
、
周
囲
に
放
射
状
に
細
長
い
石
を
並
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図2ス トーンサー クル〈 秋 田 県鹿角

市野 中堂遺跡〉(学 研 「縄 文 の

神秘」 よ り)

 

域
を
取
り
囲
む
か
た
ち
で
生
者

の
領
域
が
広
が

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

当
然
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
死
者
と
生
者
と
の
距
離
は
ま
こ
と
に
近
し
く
、

あ

た
か
も
死
者
と
生
者
が
親
し
く
睦
み
合
う
よ
う
な
、
或
い
は
嫌
で
も
死

者

と
生
者
が
顔
を
突
き
合
わ
さ
ざ
る
を
え
な
い
生
活
空
間
が
展
開
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
推
測
は
、

こ
の
時
代
の
死
体
の
大
半
が
伸
展
葬
か
屈
葬
の
形
態
を

と
り
、
時
に
は
死
者

の
胸
に
大
き
な
石
を
抱
か
せ
た
り
、
頭
に
甕
を
被
せ

た
り
し
て
、
生
者
側
が
死
者
の
身
体
的
自
由
を
奪
お
う
と
必
死
の
努
力
を

し

て
い
る
事
実

(図
3
)
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
体
か
ら

べ
た
、

こ
の
奇
妙
な
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
建
造
目
的
を
め

ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
戦
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
そ

の
下
の
土
中
か
ら
人
間
の
も
の
と
お
ぼ
し
き
脂
肪
酸
が
検

出
さ
れ
る
に
及
び
、
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
ー1
墓
説
で
決
着

が

つ
く
様
相
と
な

っ
た
。
仮
に
、

ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
が

墓
だ
と
す
る
と
、
非
常
に
興
味
深

い
事
実
が
判
明
す
る
。

と
い
う
の
も
、
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
が
い
ず
れ
も
集
落
の

中
核
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
で
、
な
ら
ば
こ
の
時
代
の
集

落
の
構
造
は
、
中
心
に
死
者
の
領
域
が
あ
り
、
死
者
の
領

図3屈 葬 され た人骨く静岡県蜆塚貝

塚〉(朝 日新聞 社 「朝 日百科

日本 の歴史43」 よ り)
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図4そ そ り立つ石棒く長野県佐久 町〉(学 研

「縄 文の神秘」 よ り)

 

提
と
し
て
死
者
と
生
者
と
が
さ
し
て
分
離
し
て
い
な
い
と
す
る
考
え

方

こ
そ
、
縄
文
中
期
か
ら
後
期
頃
の
人
々
の
常
識
だ

っ
た
こ
と
に
な

る
。

つ
ま
り
、

こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
距
離
は
ほ
ぼ
零
に
等
し
い
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
こ
の
時
代
の
人

々
が
即
物
的
だ

っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
の
世
が
、
後
世

の

人
々
に
と

っ
て
の
あ
の
世
と
同
じ
く
ら
い
、
神
秘

に
満
ち
た
霊
的
空

間
だ

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
受
け
取

っ
た
ほ
う
が
正
し
い
。

霊
魂
が
離
脱
し
て
生
者

の
生
活
空
間
に
侵
入
し
悪
い
影
響
を
あ
た

え
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
と
人
々
が
み
な
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

そ
う
し
た
事
態
を
未
然
に
防
ぐ
手
段
と
し

て
、
死
者
の
身
体
的
自

由
を
奪
お
う
と
し
た
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。

そ
の
ほ
か
、
生
殖
に
ま

つ
わ
る
儀
礼
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

巨
大
な
男
性
器
を
か
た
ど

っ
た
石
棒

(図
4
)
や
、
女
性

の
身
体

的
特
徴
を
強
調
し
た
土
偶

(図
5
)
が
、

じ

つ
に
数
多
く
制
作
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
再
生
は
容
易

で
あ
り
、
そ
の
前

図5土 偶く千葉 県佐倉市江原台遺跡出

土〉(学 研 「縄文 の神秘」 よ り)
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留
意
す

べ
き
は
、

こ
う
し
た
観
念
が
こ
の
時
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
つ
の
時
代
も
日
本
人
の
心
の
奥
底
の
水
脈
に
、
強
弱
の
差
こ
そ
あ
れ
、

絶

え
る
こ
と
な
く
、
常

に
流
れ
続
け
て
き
た
事
実
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
爾
後
で
き
る
だ
け
考
え
て
み
た
い
。
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(
1
)

梅

原
猛

・
渡

辺
誠

『
縄
文

の
神

秘
』
七
五
頁

(
学
習
研
究
社

『
人
間

の
美
術
』
巻

1

一
九
八
九
)

隔
離
さ
れ
た
死
者
た
ち

大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
稲
作
文
化
が
列
島
の
か
な
り
の
部
分
に
及
ん
だ
時
代
、
す
な
わ
ち
弥
生
時
代
に
至
る
と
、
死
者
と
生
者

の
関

係

に
大
き
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
最
も
典
型
的
な
例
証
は
、
墓
制
の
変
化
で
あ
る
。
殊
に
当
時
の
文
化
的
中
心
だ

っ
た
近
畿
地
方

か
ら
順
次
、
東
海
や
関
東
と
い
っ
た
地
方
に
広
が

っ
て
い
っ
た
方
形
周
溝
墓
と
称
さ
れ
る
墳
墓
に
は
、
先
の
縄
文
時
代
に
は
と
う
て
い
見

ら
れ
な
か

っ
た
あ
の
世

に
ま

つ
わ
る
観
念
が
表
徴
さ
れ
て
い
る
。

方
形
周
溝
墓
と
は
、
文
字
通
り
、
方
形
の
四
方
を
溝
を
も

っ
て
区
画
し
、
そ
の
内
部
に
盛
土
し
た
墳
墓
の
形
態

で
、
中
央

に
戸
主
を
、

脇

に
そ
の
妻
を
、
周
囲
に
子
供
た
ち
を
、
縁
辺
に
幼
児
を
埋
葬
し
た
場
合
が
大
半
を
占
め
て
、
い
わ
ば
家
族
墓
の
か
た
ち
を
と
る

(図
6
)。

加

え
て
、
方
形
周
溝
墓
は

一
代
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
三
代
に
わ
た

っ
て
造
営
さ
れ
た
例
も
あ
り
、
家
の
系
譜
を
尊
び
、
且

つ
祖
先
を
崇

め
る
意
識
が
濃
厚

に
た
だ
よ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
方
形
周
溝
墓
は
概
し
て
当
時
の
住
居
面
積
を
は
る
か
に
凌
ぐ
規
模
を
も

つ
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、

一
見
、
死
者
た
ち
の
世
界
が
生
者
た
ち
の
世
界
を
凌
駕
し
、
前
代
以
上
に
死
者

の
権
威
が
高
あ
ら
れ
た
事
態
を
反
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映
し
て
い
る
か
に
映
る
。
し
か
し
、
方
形
周
溝
墓

の
立
地
条
件
を
考
慮
す
る
と
、
そ
う
単
純
な
話

で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な

い
。
方
形
周
溝
墓
は
集
落
の
外
側
に
造
営
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
新
し
い
墓
制
は
、
生
者
の
占
め
る
生
活
空
間
と
は
切
り
離
さ
れ
た
別

種
の
広
大
な
空
間
を
、
死
者
の
た
め
に
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

図6方 形周形墓く山梨県上の平遺跡〉(朝 日新聞社 「朝 日百科

日本の歴史43」 よ り)

こ
こ
か
ら
は
、
死
者
を
丁
重
に
遇
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
彼

ら
に
生
者
の
占
め
る
空

間
か
ら
お
引
き
取
り
願
う
べ
く
、
必
死
に
智
恵
を
絞

っ
て
い
る
弥
生
時
代
人
た
ち
の
姿

が
浮
か
ん
で
く
る
。
死
者
と
生
者
が
親
し
く
睦
み
合
う
こ
と
も
、
生
者
の
側
が
死
者
の

悪
し
き
影
響
に
身
悶
え
す
る
こ
と
も
、
も
う
す
で
遠
く
な
り

つ
つ
あ
り
、
こ
の
世
と
あ

の
世
の
分
離
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
評
し
て
も
よ
い
。
ま
た
村
落
構
造
の
点
に
注
目
す

る
と
、
両
者
に
あ
た
え
ら
れ
た
空
間
の
多
寡
に
目
を

つ
ぶ
れ
ば
、
近
代
化
以
前
な
ら
ど

こ
で
も
見
ら
れ
た
、
生
者
の
た
あ
の
空
間
が
中
核
に
位
置
し
、
死
者
の
た
め
の
空
間
た

る
墓
地
が
そ
の
外
縁
を
占
め
る
村
落
構
造
が
、
こ
の
時
点
で
出
発
し
た
と
み
な
す
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
仏
教
流
入
以
前
の
こ
の
段
階

に
お
い
て
、
後
世
ほ
ど
こ
の
世
と
あ
の
世
の

間
に
距
離
が
な
か

っ
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
な

に
よ
り
も
、
死
者

の
占
め
る
空
間
の
ほ
う
が
、
生
者

の
占
め
る
空
問
よ
り
も
ず

っ
と
大

き
い
事
実
は
、

こ
の
世
と
あ
の
世
の
分
離
を
果
た
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
人
々
の

心

の
中

で
は
、
死
者
の
力
が
強
大

で
あ

っ
て
、
常
に
死
者
の
存
在
を
意
識
か
ら
排
除
し

え
な
い
状
況
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
。
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こ
の
世
と
あ
の
世
の
分
離
が
、
図
像
の
か
た
ち
で
確
か
め
う
る
最
初
の
事
例
は
、
六
世
紀
こ
ろ
盛
ん
に
造
営
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
装
飾

古
墳
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
装
飾
古
墳
の
場
合
、
文
字
史
料
が
ま

っ
た
く
欠
け
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
の
指
し
示
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
内
容

図7あ の世への舟旅〈福岡県吉井町珍塚古墳〉(学 研

「稲 と権力」 よ り)

に
関
し
て
は
か
な
り
想
像
力
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、

装
飾
古
墳
で
は
、

い
ま

だ
あ
の
世
の
様
相
そ
の
も
の
を
緻
密
に
描
写
し
て
い
る
と
は
い
い
に
く
い
。
し
か
し
、
装

飾
古
墳
が
造
営
さ
れ
た
段
階
に
な
る
と
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
が
完
全
に
分
離
し
て
い
た

こ
と
は
疑
い
難
い
。
厳
密
を
期
せ
ば
、
装
飾
古
墳
を
造
営
し
え
た
人
々
、
す
な
わ
ち
当
時

の
支
配
階
層
に
と

っ
て
は
、
こ
の
世
と
あ
の
世
は
完
全
に
分
離
し

て
い
た
と
い
っ
た
ほ
う

が
正
確
で
は
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
福
岡
県
吉
井
町
の
珍
塚
古
墳

(図
7
)

で
は
、

画
面
中
央

に
三

つ
の
靭

(背
に
負
う
矢
筒
)
な
い
し
楯
と
お
ぼ
し
き
器
具
が
大
き
く
描
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
上
部

に
蕨
手
文
様
の
渦
巻
が
左
右
に
広
が

っ
て
い
て
、
画
面
を
真

っ
二

つ
に
区
切

っ
て
い
る
。

画
面
左
側

に
は
舟
と
そ
れ
を
漕
ぐ
人
物
、
お
よ
び
舟
の
舳
に
止
ま

っ
た
鳥
の
姿
が
見
え
る
。

お
そ
ら
く
、
人
物
は
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
り
、
鳥
は
あ
の
世

へ
の
道
案
内
の
役
割
を

つ
か
さ
ど

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
鳥
こ
そ
あ
の
世

へ
と
赴
く
被
葬
者
の
霊
魂
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
。
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図8馬 王堆出土の崑崙山図(平 凡社

厂輪廻転生」 より)

と
こ
ろ
で
、
舟
と
い
え
ば
、
当
然
な
が
ら
水
の
存
在
が
連
想

さ
れ
る
が
、
こ
の
世
と
あ

貂
錬
綣
麺
凝
脚響
鸞
蘭貯講
麓
彎
裂
麓

舞
雛
躙饗
擁
響
瓢
塑
励磁
懇
暴
黝
叡

難

籀
讖
輌

O削罅

鱒
滋.貯
曇
飯
貔

死
者

の
国

の
淵
源
に
か
か
わ
る
か
も
し
れ
な
い
問
題
で
も
あ
る
。

話
を
珍
塚
古
墳
に
限
れ
ば
、
や
は
り
中
国
文
化
の
影
響
は
大
き

い
。
な
ぜ
な
ら
、
画
面

左
側

の
上
方
に
描
か
れ
た
日
輪
に
対
し
、
画
面
右
側
の
上
方
に
ヒ
キ

ガ
エ
ル
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
古
く
は
、
前
漢
の
墳
墓
と
し
て

知
ら
れ
る
馬
王
堆
か
ら
出
土
し
た
帛
画
の
、
い
ち
ば
ん
上
部
に
あ
た

る
崑
崙
山
を
中
心
と
す
る
天
上
界
を
描
写
し
た
部
分
に
、
三
本
足
の

烏
が
そ
の
中
に
い
る
赤
い
日
輪
と
、
ヒ
キ
ガ

エ
ル
が
そ
の
中
に
い
る

白
い
月
輪
が
描
か
れ
て
い
る
事
実

(図
8
)
を
引
き
合
い
に
出
す
ま

で
も
な
く
、
ヒ
キ
ガ

エ
ル
は
道
教
に
お
い
て
月
を
象
徴
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
代
日
本

で
最
初

に
図
像
化
さ
れ
た
あ
の

世
が
、
固
有
の
あ
の
世

で
は
な
く
、
す
で
に
外
来
の
思
想
に
よ
り
潤

図9水 域 をゆ く死者 たちく大阪府 柏

原市高井 田横穴〉(学 研 「稲 と

権力」 よ り)
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図10あ の世へ の舟く宮 崎県西都 原西 都原110号 墳〉

(学研 「稲 と権力」 よ り)

色
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
ほ
か
、
舟
や
水
域
を
題
材
と
す
る
装
飾
古
墳
は
、
大
阪
府
柏
原
市

の
高
井
田
横
穴

(図
9
)
や
福
岡
県
吉
井
町
の
鳥
舟
塚
古
墳
な
ど
、
か
な
り
の
数
見
出
し
う
る
。
ま
た
、

舟
の
埴
輪
も
、
宮
崎
県
西
都
原
市
の
西
都
原

一
一
〇
墳

(図
10
)
や
大
阪
府
羽
曳
野
市
の

寛
弘
寺
古
墳
な
ど
か
ら
、
幾

つ
か
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
大
阪
府
の
久
宝
寺
遺
跡

の
よ
う
に
、
実
物
の
舟
が
出
土
し
た
例
す
ら
あ
る
。
そ
れ
ら
が
す

べ
て
中
国
渡
来
の
思
想

に
依

っ
て
い
る
と
は
断
言
で
き
ぬ
ま
で
も
、
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
想
定
し
て
お
い
た
ほ

う
が
、
よ
り
真
実
に
近
い
だ
ろ
う
。

四
世
紀
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
道
教
の
霊
的
地
理
学
で
は
、
死
者
た
ち
の
国
は
、
世

ら

ほ
う

界

の
北
の
果

て
の
海
原
に
浮
か
ぶ
羅
鄂
山
と
い
う
場
所
に
あ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
死
者

の
霊
魂
が
舟

で
水
域
を
渡

っ
て
ゆ
く
と
い
う
発
想

は
極
く
自
然
で
は
あ
る
。

た
だ
し
、
六
世
紀
頃
、
装
飾
古
墳
を
造
営
し
た
人
々
が
、
ど
の
く
ら
い
ま
で
道
教

の
具
体

的
且

つ
詳
細
な
内
容
を
知

っ
て
い
た
か
、

に
は
疑
問
も
あ
り
、
道
教
が
も
た
ら
さ
れ
る
以

前
に
、
列
島
に
海
の
彼
方
に
死
者
の
住
む
領
域
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ

っ
た
こ
と
も
十
分

に
想
定
し
う
る
。

友
人
の
神
道
学
者
、
鎌
田
東
二
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
他
界
観
の
最
古
の
層
は
、
こ
の
世

1ー
シ
マ
に
対
す
る
、
海
の
彼
方
の

「ネ
」

で
あ

っ
麗
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

「ネ
」
は

「根
の
国
」
・
「根
の
堅
州
国
」
で
あ

っ
て
、
私
た
ち
の
魂
の
原
郷
た
る
が
ゆ
え
に
、
死
者
た
ち

が
帰
り
着
く
聖
な
る
領
域
だ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
漠
と
し
た
感
想
め
い
て
恐
縮
だ
が
、
死
者
の
霊
魂
が
、
温
暖
で
豊
穣
な
南
を
目
指

す
の
な
ら
と
も
か
く
、
冷
涼
索
漠
た
る
北
の
果
て
を
目
指
し
て
航
海
す
る
と
い
う
道
教
由
来
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
古
代
に
は
い
さ
さ
か
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似

つ
か
わ
し
く
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
装
飾
古
墳
に
描
か
れ
た
あ
の
世
が
、
水
域
を
隔
て
て
、
こ
の
世
と
は
完
全
に
切
り
離
さ
れ
、
は
る
か
彼
方

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
ほ
ぼ
確
実
だ
。
と
こ
ろ
で
、
古
事
記
に
は

「鳥
の
岩
楠
舟
の
神
、
ま
た
の
名
を
天

の
鳥
舟
」
と
い
う
言
葉

が
登
場
し
、
霊
的
存
在
を
乗
せ
た
舟
が
天
空
を
翔
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
に
た
だ
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
以
上

に
挙
げ
た
図
像
に
お
け
る

限
り
、
や
は
り
水
を
渡
る
舟
の
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
う
が
ず

っ
と
濃
い
。

(
1
)

大
林
太
良

『
葬
制

の
起
源
』

一
九
九
頁

(
角
川
書
店

一
九

七
七
)

(
2
)

福
永
光
司

『
道
教
と
日
本
文
化
』
三

一
頁

(人
文
書
院

一
九

八
二
)

(
3
)

鎌
田
東
二

「
複
雑

怪
奇

な
神
話

の
神

が
み
」
四
二
頁

(
平
凡
社

『
日
本

の
神
」

一
九
九
〇
)
所
収

黄
泉
の
国

他界地理学事始

古
墳
に
関
連
し
て
も
う
ひ
と

つ
重
要
な
点
は
、
横
穴
式
古
墳
の
構
造
と
、
地
下
に
死
者
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
観
念
の
誕
生
の
、
そ
の

相
関
関
係

で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、

つ
と
に
横
穴
式
古
墳
が
そ
れ
ま
で
の
墳
墓
形
式
に
比
べ
、
は
る
か
に
地
下
深
い
と
こ
ろ
に
墓

　
　

　

室
を
設
け
た
た
め
に
、
地
下
の
奥
深
い
領
域
に
死
者
の
世
界
が
あ
る
と
の
観
念
が
生
じ
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

地
下
の
死
者
世
界
と
は
、
「黄
泉

の
国
」

の
こ
と
だ
。

記
紀
神
話
で
は
、
ご
存
じ
の
通
り
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
先
立
た
れ
た
そ
の
妻
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
彼
女
が

い
る
と
い
う
黄
泉
の
国
ま
で
尋
ね
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
こ
で
彼
が
目
に
し
た
も
の
は
、
腐
り
果
て
た
妻

の
醜

い
姿

で
あ

っ
た
。
驚
き
恐

蜥



れ

た

イ

ザ

ナ
ギ

ノ

ミ

コ
ト
は

、

こ

の
世

か

ら

黄

泉

の
国

に
通

ず

る

ヨ

モ

ツ

ヒ

ラ

サ
カ

を

転

げ

る

ば

か

り

の
勢

い

で
駆

け

登

る

。

お

の
れ

の

醜

悪

な

姿

を

晒

し

た

イ

ザ

ナ

ミ

ノ

ミ

コ
ト
は

、

怒

り

狂

い
、

夫

を

追

い
か

け

捕

ら

え

よ

う

と

す

る

が

、

間

一
髪

と

い
う

と

こ
ろ

で
、

イ

ザ

ナ
ギ

ノ

ミ

コ
ト

は
桃

の
実

を

投

げ

、

イ

ザ

ナ

ミ

ノ

ミ

コ
ト
が

そ

の
桃

の
実

に
気

を

取

ら

れ

て

い
る

う

ち

に
、

無

事

こ

の
世

に
戻

る

こ
と

が

で
き

た

…

…

。

さ

き

ほ
ど

挙

げ

た

指

摘

に
よ

れ

ば

、

こ

の
伝

承

に
登

場

す

る

黄

泉

の
国

と

は

横

穴

式

古

墳

の
墓

室

(
玄

室

)

で
あ

り

、

ヨ
モ

ツ
ヒ

ラ

サ

カ
と

は
墓

室

と

入

口
を

結

ぶ
羨

道

に
、

そ
れ

ぞ

れ

該

当

す

る
と

い
う

。

ち

な

み

に
、

古

代

の

日
本

語

に
あ

っ
て

は
、

ヨ
モ

ツ
ヒ

ラ

サ

カ

の

「
サ
カ
」

と

は
、

勾

配

の
あ

る
道

を
意

味

す

る

「
坂

」

の
み

な

ら

ず
、

二

つ
の
異

な

る
領

域

を
分

か

つ
境

界

の
場

所

を

意

味

す

る

「
界

」

　　
　

で
も
あ

っ
た
と
い
う
。
横
穴
式
古
墳
の
埋
葬
方
法
で
は
、
亡
く
な

っ
た
家
族
を
順
番
に
葬

っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
悪
疫

が
流
行
し
て
死
亡
者
が
続
出
し
た
場
合
な
ど
、
腐
乱
し
た
遺
体
を
横
目
で
見
、
腐
臭
を
嗅
ぎ
な
が
ら
、
次
の
遺
体
を
葬
る
よ
う
な
事
態
が

ま
ま
あ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
の
忌
ま
わ
し
い
体
験
が
黄
泉
の
国
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
あ
ず
か

っ
て
力
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

た
し
か
に
こ
の
指
摘
は
当
を
得

て
い
る
と
思
う
が
、
黄
泉
と
い
う
漢
語
そ
の
も
の
や
、
桃
の
実
を
投
げ

て
邪
悪
な
も
の
か
ら
逃
れ
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
道
教

に
詳
し
い
福
永
光
司
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
悉
く
道
教
か
ら
の
借
り
物

で
あ
る
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
、
や
や

短
絡
的
な
結
論
な
が
ら
、
黄
泉

の
国
と
い
う
死
後
世
界
は
、
横
穴
式
古
墳
と
い
う
現
実

の
埋
葬
形
式
と
、
中
国
か
ら
渡
来
し
た
道
教
的
な

思
想
と
が
、
融
合
し
て
初
め
て
成
立
し
た
観
念
だ
と
み
な
し
う
る
。
黄
泉

の
国
が
、
他

の
死
後
世
界
と
比
較
す
れ
ば
や
や
遅
れ
て
、
横
穴

式
古
墳
が
普
及
し
た
六
世
紀
中
葉
以
降

に
な

っ
て
か
ら
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
事
実
も
、

こ
う
し
た
想
定
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。

こ
の
論
考
の
主
題
た
る
里
程
の
点
か
ら
見
る
と
、
黄
泉
の
国
は
、
歩
い
て
行
け
た
と
さ
れ
る
以
上
は
、
根

の
国
や
常
世

の
国
よ
り
は
、

ず

っ
と
こ
の
世
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
世
か
ら
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い
黄
泉
の
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
相
当
に
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
現
実
の
世
界
の
地
下
に
、
忌
ま
わ
し
い
領
域
が
存
在
す
る
と
い
う
観
念
は
、
仏
教
が
入

っ
て
き
て
も
、
日
本
人
の
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脳
裏
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
な
く
、
い
や
む
し
ろ
仏
教
と
連
動
し

つ
つ
、
や
が
て
復
活
す
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
た

い
が
い
の
場
合
、
理
想

世
界
と
.一
対
の
組
に
な
り
、
日
本
各
地

の
特
定
の
場
所
の
、
上
空

に
浄
土
、
地
下

に
地
獄
が
、
凡
人

の
眼
に
は
見

え
な
い
け
れ
ど
も
、
じ

つ
は
あ
る
の
だ
と
す
る
か
た
ち
を
と

っ
た
。
要
す
る
に
、
現
実

の
世
界

の
、
そ
の
内
部
に
浄
土
や
地
獄
が
隠
れ
て
い
る
の
だ
。

(
1
)

荒
川
紘

『
古
代

日
本
人

の
宇
宙
観
」

一
二
〇
頁

(海
鳴
社

一
九
八

一
)

(
2
)

前
掲
書

一
一
八
頁天

寿
国

の
幻
影

他界地理学事始

あ
の
世
の
様
子
を
子
細
に
描
写
し
た
図
像
の
現
存
最
古
の
例
は
、
聖
徳
太
子
の
没
後
、
そ
の
冥
福
を
祈

っ
て
、
妃
で
あ

っ
た
橘
大
郎
女

が
、
太
子
が
往
生
し
た
と
み
な
さ
れ
た
天
寿
国
の
あ
り
さ
ま
を
、
采
女
に
命
じ
て
織
ら
せ
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
寿

国
繍
帳

(図
11
)

で
あ

る
。
聖
徳
太
子
の
浄
土
往
生
は
、
こ
の
頃
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
み
え
、
た
と
え
ば

『
日
本
書
紀
」
に
は
、
太

子
死
す
と
の
報
に
接
し

た
高
麗
僧
、
慧
慈
が
い
た
く
悲
し
ん
で
、
「我
、
来
年
二
月
五
日
を
以
て
必
ず
死
り
ぬ
。
因
り
て
以
て
上
宮
太
子

(
11
聖
徳
太
子
)

に
浄

土

に
遇
ひ
ま

つ
り
て
、
共
に
衆
生
を
化
さ
む
」
と
述

べ
た
と
み
え
る
。

こ
の
作
品
の
制
作
年
代
は
推
古
三
〇
年

(六
二
二
)
、
歴
史
的
に
は
、
古
墳
造
営
の
末
期
で
、
仏
教
流
行
の
初
期
に
あ
た
る
。
今

に
の

こ
る
天
寿
国
繍
帳
は
僅
か
な
断
片
を
、
そ
れ
も
制
作
当
初
の
部
分
と
、
後
世
の
補
修
部
分
と
を
、
さ
し
て
脈
絡
な
く

つ
な
げ
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
全
体
と
し
て
い

っ
た
い
如
何
な
る
構
想
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
も
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
。
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∫

図11天 寿 国繍帳〈部分〉(学 研 「仏

教 の幻 惑」 よ り)

そ
れ
で
も
子
細
に
観
察
す
れ
ば
、
そ
こ
ご
こ
に
特
有
の
モ
テ
ィ
ー

フ
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、

蓮
華

の
上

に
坐
す
如
来
、
幾
人
か
の
僧
侶
お
よ
び
供
養
者
、
空
中
を

飛
び
交

い
、
ま
た
散
り
し
く
蓮
華

の
花
び
ら
等
々
で
あ

っ
て
、

こ
れ

ら
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
る
限
り
、
天
寿
国
が
ま
さ
に
仏
教
的
な
理
想

世
界
、
す
な
わ
ち

一
種

の
浄
土
で
あ

っ
た
こ
と
を
彷
彿
と
さ
れ
る
。

鎌
倉
時
代
、
長
ら
く
行
方
不
明
に
な

っ
て
い
た
天
寿
国
繍
帳
が
再
発

見
さ
れ
た
と
き
、
し
た
た
め
ら
れ
た

『太
子
曼
陀
羅
講
式
』
の
記
載

に
も
、
「
四
重
宮
殿
之
階
級

ヲ
顕

シ
男
女
禽
獣

之
隔

テ
無
キ
」
世
界

と
あ
り
、
こ
れ
を
見
て
も
天
寿
国
を
、
仏
教
が
説
く
浄
土
と
み
な
し
て
も
大
過
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
も
う

一
度
入
念
に
、
天
寿
国
繍
帳
を
な
が
め
て
み
る
と
、
ど
う
も
仏
教
的
と
は
い
え
な
い
モ
テ
ィ
ー

フ
が
あ
る
事
実
に
気
づ

か
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
筆
頭
例
は
、
画
面
左
上
隅
に
位
置
す
る
月
輪
で
あ
る
。
こ
の
月
輪
の
中
に
は
、
中
央
に
壺
、
そ
の

左
に
兎
、
同
じ
く
右
に
ひ
と
も
と
の
樹
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
先
に
挙
げ
た

『太
子
曼
陀
羅
講
式
』
に
は
、
「
日
月
並
ビ
テ
ニ
輪

ア
リ
」
と
も
見
え
る
。
す
で
に
例
示
し
た
馬
王
堆
出
土
の
帛
画
の
、
い
ち
ば
ん
上
部
に
あ
た
る
天
上
界
の
描
写
こ
そ
、
こ
の

「
日
月
並
ビ

テ
ニ
輪

ア
リ
」

で
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
と
す
れ
ば
、
壺
と
兎
と
樹
木
を
内
に
描
い
た
月
輪
の
意
味
も
ま
た
、
中

国
渡
来
の
道
教

(神
仙
思
想
)

に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ち
が
い
な
く
、
壺
は
不
老
長
寿
の
霊
薬
を
入
れ
た
神
秘
の
壺

で
あ
り
、
兎

　ユ
　

は
月
兎
で
あ
り
、
樹
木
は
月
の
桂
な
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
事
実
を
考
慮
す
る
な
ら
、
聖
徳
太
子
が
往
生
し
た
と
さ
れ
る
天
寿
国
と
は
、
仏
教
と
道
教
と
が
融
合
し
た
不
思
議
な
理
想
世
界
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だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
、
同
じ
よ
う
に
太
子
と
浅
か
ら
ぬ
因
縁
を
も

つ
法
隆
寺
所
蔵

の
玉
虫
厨
子
の
背
面
に
、
三
本
足
の
烏

が
い
る
日
輪
と
、
ヒ
キ
ガ

エ
ル
が
い
る
月
輪
が
、
仏
教
的

コ
ス
モ
ス
ジ
ー
で
は
宇
宙
の
中
心
に
聳
え
て
い
る
と
い
う
須
弥
山
の
両
側
に
描

き
添
え
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。
や
や
詳
し
く
い
え
ば
、
須
弥
山
の
中
腹
あ
た
り
に
日
月
が
め
ぐ
る
宇
宙
構
造
は
、
イ
ン

　　
　

ド
で
五
世
紀
頃
成
立
し
た

『倶
舎
論
』
に
お
い
て
定
型
化
さ
れ
た
仏
教
宇
宙
論
に
典
型
を
み
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
、
仏
教

で
は
な
に
も

特
別
な
例
で
は
な
く
、
そ
の
日
月
の
中
に
三
本
足
の
烏
な
ら
び
に
ヒ
キ
ガ

エ
ル
を
描
く
こ
と
が
、
ほ
ん
ら
い
仏
教

で
は
あ
り
え
な
い
、
ま

さ
に
道
教
的
な
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
聖
徳
太
子
が
政
権
を
掌
握
し
た
と
さ
れ
る
推
古

一
年

(五
九
三
)
に
造
立
さ
れ
た
飛
鳥
寺

(法
興
寺
)
を
は
じ
め
、
同
時
代
の

複
数

の
寺
院

の
塔
心
礎
か
ら
、
そ
の
頃

つ
く
ら
れ
た
古
墳
の
副
葬
品
と
ま

っ
た
く
同
じ
金
銀
の
延
べ
板
、
金
環
、
瑪
瑙
、
管
玉
な
ど
、
約

三
〇
〇
〇
点
も
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
仏
教
と
神
信
仰
と
の
融
合
を
語
る
。
も
し
、
再
三
触
れ

た
ご
と
く
、
神
信
仰
の

背
後

に
も
道
教

の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
ら
、
こ
の
事
実
も
仏
教
と
道
教
と
の
蜜
月
を
感
じ
さ
せ
る
に
足
る
。
し
た
が

っ

て
、
太
子
自
身

の
真
意
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
彼
を
取
り
巻
い
て
い
た
人
々
は
、
太
子
の
思
想
が
仏
教
と
道
教
か
ら
成
り
立

っ
て

い
る
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
も
う
少
し
は

っ
き
り
い
う
な
ら
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
太
子
自
身
を
も
含
め
、
仏
教
と
道
教
を
別
々
の

も
の
と
分
け
て
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

他界地理学事始

(1
)

上
原
和

『
仏
教

の
幻
惑
」

五
九
～
六

一
頁

(学

習
研
究
社

『人

間
の
美
術
』

3

(2
)

定
方
晟

『
須
弥
山
と
極
楽
』

二
九
頁

(講
談
社

一
九
七

三
)

一
九

八
九

)
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官
能

の
浄
土
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さ
て
、
こ
の
論
考
の
主
題
た
る
里
程
の
点
か
ら
す
る
と
、
天
寿
国
は
こ
の
世
か
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
距
離
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
答
え
る
前
に
、
天
寿
国
に
お
け
る
仏
教
的
要
素
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
だ
け
追
求
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の

仏
教
的
要
素
の
内
容
を
詰
あ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
こ
れ
ま
で
、
聖
徳
太
子
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
た
の
は
、
彼
の
も

つ
予
言
者

　　
　

 的
な
風
貌
と
あ
い
ま
つ
弥
勒
信
仰
で
あ

っ
た
。
仮
に
、
太
子
の
信
仰
の
主
体
が
弥
勒
に
あ

っ
た
と
す
る
と
、
彼
が
往
生
し
た
先
は
、
当
然

な
が
ら
、
弥
勒
が
主
宰
す
る
浄
土
た
る
兜
率
天
と
な
る
。

兜
率
天
は
、
『
倶
舎
論
』
に
よ
れ
ば
、
地
上
か
ら
八
万
由
旬
の
高
さ
に
屹
立
す
る
須
弥
山
の
、
そ
の
上
八
万
由
旬

に
あ
る
夜
摩
天
宮
の
、

そ
の
ま
た
上
、

一
六
万
由
旬
に
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
地
上
か
ら
は
三
二
万
由
旬

の
彼
方
上
方

で
あ
る
。

一
由
旬
と
は
、

一
説
に
約

七

キ

ロ
と
い
う
か
ら
、
結
局
、
兜
率
天
は
こ
の
世
を
去
る
こ
と
約
二
一二
〇
万
キ

ロ
。
地
球
か
ら
月
ま
で
の
距
離
の
約
六
倍
の
彼
方
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
計
算
は
、
も
と
よ
り
さ
し
た
る
意
味
は
な
い
が
、
想
像
を
絶
し
た
距
離
で
あ
る
こ
と
は
、
お
わ
か
り

い
た
だ
け
た
と
思
う
。

一
方
、
道
教
的
要
素
か
ら
す
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
道
教
の
理
想
世
界
は
、
崑
崙
山
と
相
場
が
決
ま

っ
て
い
た
。
崑
崙
山
が
何
処
に

あ
る
か
、
は
諸
説
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
道
教
が
日
本
に
思
想
上
の
影
響
を
あ
た
え
る
に
至
る
魏
晋
南
北
朝
以
降
に
な
る
と
、
は
る
か
西
方

の
彼
方
で
、
且

つ
北
極
星
と
対
峙
す
る
位
置
に
あ
る
、

つ
ま
り
宇
宙
の
中
心
に
あ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
永
遠
の
生
命
を
た

も

つ
西
王
母
が
お
り
、
華
麗
な
宮
殿
と
そ
こ
に
仕
え
る
あ
ま
た
の
美
女
た
ち
が
い
る
と
も
説
か
れ
た
。
隋
の
煬
帝

に
対
し
、

「
日
出
る
と

こ
ろ
の
天
子
、
日
没
す
る
と
こ
ろ
の
天
子
に
書
を
致
す
。」
と
、
み
ず
か
ら
が
東

の
王
国

の
者

で
あ
る
こ
と
を
強
烈

に
意
識
し

て
い
た
聖

徳
太
子
が
、
そ
の
死
後
、
西
の
果
て
に
行
く
と
は
、
皮
肉
め
い
た
感
じ
が
な
い
で
も
な
い
。



他界地理学事始

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
兜
率
天
と
崑
崙
山
は
、
偶
然
か
否
か
、
じ

つ
は
か
な
り
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
第

一
は
、
両
方
と
も
宇
宙

の
中
心
軸
上

に
あ
る
点
。
第
二
は
、
兜
率
天
の
場
合
は
、
そ
れ
を
説
く
経
典
の
成
立
が
西
方
の
中
央
ア
ジ
ア
付
近

で
あ
り
、
ま
た
崑
崙
山

の
場
合
に
は
最
初
か
ら
西
方
が
強
烈
に
意
識
さ
れ
て
い
て
、
と
も
に
西
方
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
漂
う
点
で
あ
る
。
第
三
は
、

美
女
た
ち
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
世
的
な
快
楽
が
、
清
浄
極
ま
る
次
元
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
は
あ
る
も
の
の
、
思
う

が
ま
ま
に
得
ら
れ
る
点
だ
。

道
教
の
理
想
境

で
あ
る
崑
崙
山
に
享
楽
的
な
要
素
が
付
き
ま
と
う
こ
と
は
充
分
予
想
さ
れ
る
が
、

一
般
に
禁
欲
的
と
考
え
ら
れ
が
ち
な

仏
教
で
も
、
数
あ
る
浄
土

の
う
ち
、
兜
率
天
は
ほ
と
ん
ど
例
外
的
に
官
能
的
な
雰
囲
気
が
濃
い
。
『観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』

に
よ

れ
ば
、
兜
率
天
に
は
五
百
億

の
宝
宮
が
あ
り
、
そ
の

一
つ
一
つ
の
宝
宮
に
は
五
百
億
の
天
女
が
い
て
、

こ
の
浄

土
に
往
生
し
た
も

の
は

　　
　

「
自
然
に
こ
の
天
女
の
侍
御
を
得
る
」
と
い
う
。
し
か
も
、
彼
女
た
ち
は
み
な
形
容
を
絶
す
る
く
ら
い
綺
麗
な
う
え
に
、

そ
の
美
し
い
裸

図12中 国雲岡石窟 の天女 たちく第20

窟〉(正 木撮 影)

体
が
透
け
て
み
え
る
よ
う
な
薄
い
衣
し
か
ま
と

っ
て
い
な
い
と
も
経

典
は
説
く
。
現
に
、
弥
勒
の
浄
土
を
表
現
し
た
と
お
ぼ
し
い
中
国
の

雲
岡
石
窟

の
第
二
〇
窟
、
そ
の
脇
侍
仏
の
頭
上
に
飛
翔
す
る
天
女
は
、

目
鼻
立
ち
の
は

っ
き
り
し
た
西
方
的
な
容
貌

に
加
え
、
す
こ
ぶ
る
豊

満
な
肢
体
を
極
く
薄
い
衣
越
し
に
見
せ

つ
け

て
い
る

(図
12
)。

だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
が
往
生
し
た
浄
土
が
、
仏
教
的
な
兜
率
天
で

あ
ろ
う
と
、
道
教
的
な
崑
崙
山

で
あ
ろ
う
と
、
彼
は
無
上

の
官
能
的

歓
待
を
受
け
た
は
ず
だ
。
根
の
国
や
常
世
の
国
、
黄
泉
国
と
い

っ
た

具
合
に
、
或
い
は
そ
の
輪
郭
が
は

っ
き
り
せ
ず
、
或
い
は
お
ぞ
ま
し
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い
印
象
し
か
な
か

っ
た
こ
の
列
島
の
あ
の
世
と
は
違
い
、
素
晴
ら
し
い
死
後
世
界
を
約
束
す
る
聖
徳
太
子
の
浄
土
往
生
伝
承
が
、
人
々
の

心

に
大
き
な
衝
撃
を
あ
た
え
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
こ
の
点
は
従
来
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
古
代
日
本

へ
の
仏
教
の

請
来
と
定
着
に
、
重
大
な
役
割
を
演
じ
た
に
相
違
な
い
。
里
程
か
ら
す
れ
ば
、
太
子
の
往
生
し
た
浄
土
は
、
歩
い
て
ゆ
け
る
距
離
で
も
、

水
域
を
舟
で
渡

っ
て
ゆ
け
る
距
離
で
も
な
く
、

一
挙
に
距
離
を
拡
大
し
て
、
古
代
人
の
想
像
力
を
お
そ
ら
く
は
完
全
に
凌
駕
し
て
い
た
で

あ

ろ
う
が
、
そ
の
魅
力
に
お
い
て
、
以
前
の
そ
れ
と
は
比

べ
よ
う
も
な
か

っ
た
。
仏
教
が
提
示
し
た
、
正
確
に
は
聖
徳
太
子
と
い
う
存
在

を
通
し
て
、
仏
教
が
提
示
し
た
と
人
々
が
み
な
し
た
あ
の
世
は
、
こ
う
し
て
日
本
人
の
心
に
定
着
す
る
こ
と
に
な

る
。
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(1
)

た
と
え
ば
、
鎌
田
東

二

「
浄
土
と
神
国
」

(2
)

大
正
大
蔵

一
四

四

一
八
頁

二
六
〇
頁

(山
折
哲
雄
編

『
仏
教

の
受
容
と
変
容

6

日
本
』
佼
成
出
版
社

一
九
九

一
)
所
収

曼
荼
羅
世
界

聖
徳
太
子
以
降
、
奈
良
時
代

の
終
わ
り
に
至
る
ま
で
、
数
多
く
の
浄
土
図
が
制
作
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
死
後
そ
こ
に
赴
く

　ユ
　

こ
と
を
前
提
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
親
者
な
ど
の
供
養
を
目
的
と
す
る
悔
過
行

の

一
環
と
し
て
描

か
れ
た
こ
と
は
、

こ
の

時
代
に
特
徴
的
と
い
っ
て
よ
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、

こ
の
時
代

の
人
々
は
、
浄
土

に
対
す
る
漠
た
る
憧
れ
は
あ

っ
た
も
の
の
、
死
後
お
の

れ
が
行
く
べ
き
場
所
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
充
分

に
認
識
し
え
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
天
寿
国
繍
帳
が
、
聖
徳
太
子
の
死
後
、

そ
の
冥
福
を
祈

っ
て
制
作
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
奈
良
時
代
の
浄
土
図
と
し
て
著
名
な
当
麻
寺
の
当
麻
曼
陀
羅



他界地理学事始

図13当 麻曼陀羅く部分〉(平 凡社

「輪廻転生」 よ り)

(図
13
)
も
、
元
興
寺
の
智
光
曼
陀
羅

(図

14
)

も
、
ど
れ
も
平
安

前
中
期
か
ら
あ
と
の
制
作
で
あ

っ
て
、
殊
に
名
高
い
当
麻
曼
陀
羅
に

至

っ
て
は
ど
う
や
ら
唐
か
ら
の
請
来
品
ら
し
く
、
か
の
美
し
い
中
将

姫
伝
説
も
、

こ
の
曼
陀
羅
が
有
名

に
な

っ
た
中
世

に
な

っ
て
か
ら
作

　　
　

ら
れ
た
話

の
よ
う
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先

に
い
え
ば
、
日
本
人
が
死

後
の
理
想
世
界
と
し
て
浄
土
を
熾
烈
な
思
い
を
込
め
て
待
望
す
る
よ

う
に
な

っ
た
の
は
、
平
安
中
期
以
降
の
出
来
事

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
平
安
劈
頭
、
日
本
人

の
浄
土
観
に
多
大

の
影
響
を
お
よ
ぼ
す
事
件
が
出
来
し
た
。
空
海
に
よ
る
密
教
の
請
来

で
あ
る
。
密
教
は
、
即
身
成
仏
の
論
理
を
駆
使
し
て
、
現
世
を
即
、
理
想

世
界
、
す
な
わ
ち
密
厳
浄
土
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
界
と
し
て
の
浄
土
を

想
定
す
る
必
要
が
な
い
。
要
す
る
に
、
本
来
、
此
岸
重
視
、
浄
土
拒
否
の

宗
教
思
想
と
い

っ
て
よ
い
。

が
、
密
教

の
密
教
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
即
身
成
仏
の
論
理
は
、
他
界
と

し
て
の
浄
土
を
否
定
し
た
代
わ
り
に
、

こ
の
世
の
中
に
あ
の
世
が
あ
る
と

い
う
列
島
の
古
い
感
性
を
再
び
蘇
ら
せ
る
は
た
ら
き
を
演
じ
た
。
さ
ら
に
、

こ
の
論
理
は
、
時
代
の
趨
勢
の
な
か
で
、
は
る
か
な
彼
方

に
あ
る
は
ず
の

仏
教
の
浄
土
を
、
こ
う
い

っ
て
よ
け
れ
ば
、

こ
の
世

の
す
ぐ
向

こ
う
に
引

図14智 光曼陀羅(平 凡社 「浄土への

憧れ」 よ り)
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図15金 剛界曼陀羅く東寺西院曼陀

羅〉(学 研 「浄土 の彼方へ」)

き
寄
せ
、

つ
い
に
は
こ
の
世
11
浄
土
と
い
う
、
密
教
本
来
の
原
理
か

ら
し
て
も
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
、
究
竟

の
方
程
式
を
導
き
出
す

恰
好
の
羅
針
盤
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

極
く
ふ
つ
う
の
人
々
の
眼
に
は
秩
序
な
く
乱
雑
な
現
世
の
あ
り
よ

う
も
、
密
教
者
の
眼
に
は
森
羅
万
象

こ
と
ご

と
く
真
理
を
説
き

つ
づ

け
る
ホ
ト
ケ
の
顕
現
と
映
る
。
な
ぜ
な
ら
、
空
海
が
そ
の
著

『声
字

実
相
義
』
に
い
う
ご
と
く
、
「五
大
に
皆
響
き

あ
り
。
十
界
に
言
語

　ヨ
　

を
具
す
。
六
塵
悉
く
文
字
な
り
。
法
身
は
是

れ
実
相
」
な
る
が
ゆ
え

に
。
ま
た
、
『
即
身
成
仏
義
」
に
い
う
ご
と
く
、
「六
大
無
碍
に
し
て

ぞ

　

常

に
瑜
伽
な
り
。
四
種
の
曼
荼
は
各
々
離
れ
ず
。
三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る
。
重
重
に
し
て
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
つ
く
」
が
ゆ

え

に
だ
。

し
た
が

っ
て
、
そ
う
し
た
真
理
を
図
画
し
た
曼
荼
羅
も
ま
た
、
整
然
た
る
秩
序
の
か
た
ち
を
と
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
世
が
そ
の
ま
ま
に

浄
土
た
り
う
る
と
す
る
密
教
の
認
識
を
語
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
世
の
あ
る
べ
き
理
想
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
す
る
と
い
わ
れ
る
金
剛
界
曼

荼
羅

(図
15
)
は
、
原
理
的
に
、
宇
宙
の
中
心
に
聳
立
す
る
須
弥
山
の
は
る
か
上
空
に
浮
遊
し
て
い
る
と
い
う
金

剛
摩
尼
宝
頂
楼
閣
に
集

　う
　

合
し
た

一
切
の
如
来
た
ち
の
姿
を
、
俯
瞰
な
い
し
仰
ぎ
見
た
も

の
で
、
人
間

の
卑
小
さ
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
壮
大
無
比
の
結
構
を
も

つ
。

だ
が
、
ひ
と
た
び
密
教
者
が
、
お
の
れ
の
心
を
清
浄
な
る
月
輪
と
見
、
次
い
で
そ
の
月
輪

の
中

に
大
日
如
来

の
尊
容
を
思
い
浮
か
べ
、

つ
い
に
は
お
の
れ
が
大
日
如
来
そ
の
も
の
と
融
合

一
致
す
る
と
観
想
す
る
五
段
階

の
秘
法
、
「五
相
成
身
」
を
行
ず

れ
ば
、

虚
空

の
彼
方

　
　

　

の
金
剛
摩
尼
宝
頂
楼
閣
は
、
密
教
者
を
包
ん
で
現
前
し
、

こ
の
場
が
即
、
理
想
世
界
と
な
り
、
我
身
は
大
日
如
来

に
な
る
と
い
う
。
繰
り
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返
す
が
、

こ
の
論
理
構
造
が
、
日
本
人
が
古
く
か
ら
引
き
ず

っ
て
き
た
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
関
係
に
ま

つ
わ
る
感
性
に
、
決
定
的
な
御

墨
付
を
あ
た
え
た
と
評
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(6
)

河
原
由
雄

『浄
土
図
』

二

一
～
二
二
頁

(
至
文
堂

一
九
八
九
)

前
掲
書

二
六
～

二
八
頁
、

お
よ
び
三
九
～

四
〇
頁

正
木
晃

『空
海

の
世
界
』
六

六
～

六
八
頁

(佼
成
出

版
社

一
九
九

一
)

前
掲
書

五
七
～
五
九
頁

津

田
真

一

『
反
密
教
学
』

一
七

五
～
六
頁

(
リ
ブ

ロ
ポ
ー
ト

一
九

八
七
)

正
木
晃

『
空
海

の
世
界
』
九
〇
～
九

二
頁
、

お
よ
び

=
二
九
～

一
五
七
頁

西
方
極
楽
浄
土

他界地理学事始

チ
ベ
ッ
ト
で
も
中
国
で
も
、
も
と
よ
り
日
本
で
も
、
浄
土
の
代
表
と
い
え
ば
、
や
は
り
阿
弥
陀
如
来
が
主
宰
す
る
極
楽
浄
土

で
あ
る
。

か
な
り
人
気
が
あ

っ
た
と
は
い
え
、
弥
勒
菩
薩

(如
来
)
が
主
宰
す
る
兜
率
天
も
、
こ
の
極
楽
浄
土
に
は
比
す

べ
く
も
な
い
。

極
楽
浄
土
は
、
浄
土
三
部
経
の
ひ
と

つ
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
よ
れ
ば
、
西
の
方
、
十
万
億
の
仏
土
の
彼
方
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

一
つ
の

仏
土
で
も
、
こ
の
世
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
く
ら
い
遠
く
に
あ
る
と
い
う
以
上
、
十
万
億
の
仏
土
の
彼
方
と
は
、
ま

っ
た
く
無
限
大
の

彼
方

の
意
味
に
等
し
い
。

そ
の
結
構
と
い
え
ば
、
人
工
環
境
の
極
で
あ

っ
て
、
季
節
も
な
け
れ
ば

(或
い
は
四
季
同
時
に
あ
る
)
、
災
害
も
な
く
、

お
そ
ら
く
は
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時
間
の
流
れ
も
な
く
、
お
よ
そ
考
え
う
る
ほ
ど
の
満
足
は
悉
く
備
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
私
見

で
は
、
極
楽
浄
土

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の

　ユ
　

形
成
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
人
工
庭
園
の
様
相
が
不
可
欠
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
極
楽
浄
土
こ
そ
、
生
け
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
に
と

っ
て
最
高

で
最
後
の
場
所
、
い
い
か
え
れ
ば
輪
廻
転
生
を
解

脱
し
た
末
の
究
極
の
場
所
と
み
な
す
の
は
中
国
や
日
本
の
浄
土
思
想
に
限
ら
れ
、
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
教
を
そ
の
ま
ま
に
近

い
か
た
ち
で
奉

ず
る
チ
ベ
ッ
ト
の
浄
土
思
想
で
は
、
極
楽
浄
土
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
の
解
脱
と
い
う
最
終
目
標
に
到
達
す
る
た
め

の
、
最
も
条
件

の
整

っ

　　
　

た
修
行
の
場
所
で
あ

っ
て
、
あ
く
ま
で

一
時
的
に
住
す
る
と
こ
ろ
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
い
う
な
ら
、
中
国
や
日
本

の
浄
土
思
想

に
は
、
本

来

の
仏
教
以
外
の
宗
教
思
想
、
た
と
え
ば
道
教

(神
仙
思
想
)
や
固
有
信
仰
な
ど
の
影
響
が
相
当
に
色
濃
い
と
み
な
し
た
ほ
う
が
よ
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
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(
1
)

正
木
晃

『
浄
土
変
容
』

一
五

四
～

一
五
八
頁

(山
折
哲
雄
編

『
講
座

仏
教

の
受
容
と
変
容

日
本
編
』

佼
成
出
版
社

一
九
九

一
)
所

収

(
2
)

白
館
戒
雲

(
ツ
ル
テ
ィ
ム

・
ケ
サ
ン
)

小
谷
信
千
代

「
チ
ベ

ッ
ト
の
浄
土
思
想
」

二
〇

八
頁

(講
談
社

『浄
土
仏
教

の
思
想

三
」

一
九
九
三
)

所
収

何
が
往
生
す
る
の
か

ま
た
、
こ
の
極
楽
浄
土

へ
往
生
す
る
主
体
は
、
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
日
本

で
は
、
ふ

つ
う
霊
魂
が
極
楽
浄
土

へ
行
く

と
考
え
が
ち
だ
が
、
じ

つ
は
そ
の
考
え
は
間
違

っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
は
霊
魂
の
よ
う
な
永
続
的
な
実
体
を
認
め
な
い
、
世
界
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史
上
ま
こ
と
に
希
有
な
宗
教
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
宗
教

の
絶
対

の
前
提

で
あ

っ
た
輪
廻
転
生
に
関
し

て
も
、
他
の
宗
教
思
想
が

輪
廻
転
生

の
主
体
を
霊
魂

・
ア
ー
ト
マ
ン
・
我
な
ど
と
、

い
ず
れ
に
し
ろ
実
体
的
に
把
握
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
仏
教
は
無
我
輪
廻
の

立
場
を
と
り
、
な
ん
ら
か
の

「我
」
的
な
存
在
が
あ
る
と
は
断
じ
て
主
張
し
な
か

っ
た
。

で
は
、
何
が
輪
廻
転
生
す
る
の
か
、
と
問
わ
れ
た
と
き
、
仏
教
者
は

「業

(
カ
ル
マ
)」
が
そ
れ
だ
と
す
る
業

輪
廻
説
を
唱
え
る
こ
と

が
多
か

っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
業
輪
廻
説
は
あ
ま
り
に
抽
象
的
で
あ
り
、
や
や
後
代
に
な
る
と
、
特
に
瑜
伽
唯
識
派
な
ど
で
は
、
あ
ら

ゆ
る
存
在
の
根
底
に
わ
だ
か
ま
る
何
か
と
で
も
い
う
し
か
な
い

「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
な
い
し

「第
六
識
」
が
輪
廻
転
生
の
主
体
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
ら
し
く
、
イ
ン
ド
仏
教
の
衣
鉢
を

つ
ぐ
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
正
統
派
、
ゲ
ル
ク
派
で
は
、
そ
の
宗
祖

ツ
ォ
ン
カ
バ
以
来
、

「第
六

　ヱ
　

識
」
説
を
以
て
、
そ
の
解
答
と
し
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
も
こ
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
以
来
の
正
統
な
無
我
輪
廻
説
に
由
来
す
る
、
浄
土
往
生
の
主
体

が
業
で
あ
る
と
か
第
六
識
で
あ
る
と
か
と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
人
に
は
受
け
入
れ
難
か

っ
た
と
み
え
、
日
本

の
浄
土
思
想
の
形
成
と
流

行
に
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
源
信
が
、
そ
の
公
的
な
著
書
で
あ
る

『
往
生
要
集
」

に
は
浄
土
往
生
の
主
体

に

つ
い
て
明
言
せ
ず
、
実
際

の
浄
土
往
生
の
た
め
の
私
的
結
社
た
る
二
十
五
三
昧
会
の
起
請
文
に
お
い
て
の
み
、
浄
土
往
生

の
主
体
が
霊
魂

で
あ
る
と
断
言
し
た
事
実

　　
　

は
、

つ
と
に
指
摘
を
受
け
て
い
る
。
源
信
の
選
択
は
、
仏
教
本
来
の
浄
土
思
想
と
、
日
本
人

の
縄
文
時
代
以
来

の
霊
魂
観

の
、
両
者

の
相

剋
が
が
な
さ
し
あ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

浄
土
往
生
の
主
体
は
霊
魂
と
す
る
見
解
は
、
源
信
の
創
意

で
は
な
い
。

こ
の
件
は
、
す

で
に
中
国
の
浄
土
思
想

に
お
い
て
、
論
争
の
俎

上
に
の
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
い
や
、
論
争
と
い
う
の
も
愚
か
か
も
し
れ
な
い
。
漢
訳

『無
量
寿
経
』
に
は
、
確

か
に
死
後
の
霊
魂
の
実

在
を
説
く
と
思
わ
れ
る
叙
述
が
み
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は

「
三
毒
五
悪
段
」
と
呼
ば
れ
る
、
『
無
量
寿
経
』

の
末
尾
に
位
置
す
る
部
分

で
あ
る
。
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こ
こ
で
如
来
は
弥
勒
菩
薩
に
向
か

っ
て
、
人
間
と
し
て
最
悪

の
行
為
に

つ
き
縷
々
説
い
て
ゆ
く
。
そ
の
第

一
悪

を
論
じ
た
章
に
お
い
て
、

私
た
ち
は
如
来

の
言
葉

の
中

に

250

 

…
…
所
受
寿
命
、
或
長
或
短
、
魂
神
精
識
、
自
然
趣
之
。

と
い
う

一
節
を
見
出
す
。
ま
た
第
二
悪
を
論
じ
た
章
に
お
い
て
も
、

…
…
寿
終
神
逝
、
下
入
悪
道
。

と
い
う

一
節
を
見
出
す
。
よ
み
く
だ
せ
ば
、
前
者
は

「
受
く
る
と
こ
ろ
の
寿
命
は
、
或

い
は
長
く
或
い
は
短
く
、
魂
神
精
識
、
自
然
に
こ

れ
に
趣
く
」
で
あ

っ
て
、
「
あ
た
え
ら
れ
た
寿
命
に
は
長
短
あ
る
が
、
(来
世
で
生
ま
れ
か
わ

っ
て
も
)
霊
魂
は
こ
れ

(
11
来
世
の
身
体
)

に
付
い
て
ゆ
く
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
後
者
は

「寿
終
わ
り
て
神
逝
き
、
下
り
て
悪
道
に
入
る
」
と
よ
み
く
だ
せ
、
「
人

の
寿
命
が
尽

き
る
と
、
霊
魂
は

(身
体
を
)
離
れ
て
ゆ
き
、
悪
道
に
お
ち
る
」
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
『無
量
寿
経
』

の

「
三
毒
五
悪
段
」

で
は
、
明
ら
か
に
輪
廻
転
生
の
主
体
を
霊
魂
で
あ
る
と
認
め

て
い
る
の
だ
。

　ヨ
　

先
学
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「三
毒
五
悪
段
」
は
原
典
に
は
な
く
、
中
国
に
お
い
て
付
加
増
広
さ
れ
た
も
の
と
も
、
逆
に
初
期

『
『
無
量
寿

　　
　

経
』
に
は
じ
め
か
ら
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
極
め
て
特
徴
的
な
叙
述
と
も
解
釈
さ
れ
、
い
ま
だ
結
論
は
出
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
通
行
本

の
魏
訳
が
訳
出
さ
れ
た
年
代
が
ち
ょ
う
ど
老
荘
思
想
の
流
行
期
に
あ
た
る
こ
と
、
な
ら
び
に

「
自
然
」
な
る
言
葉
が
頻
出
す
る
事
実
か
ら
、

　ら

　

「
三
毒
五
悪
段
」
は
道
教
的
な
色
彩
が
濃

い
の
は
疑
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
霊
魂

に
ま

つ
わ
る
観
念
も
ま



た
、
道
教
的
な
も
の
で
あ
っ
て
お
か
し
く
な
い
。

抜
群
の
秀
才

で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
源
信
に
は
、
「
三
毒
五
悪
段
」

の
霊
魂
観
が
、
仏
教
元
来

の
そ
れ
に
照
ら
し
て
矛
盾
を
含
む

こ

と
が
わ
か

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
死
後
も
霊
魂
が
存
続
す
る
と
い
う
観
念
こ
そ
、

一
個
の
日
本
人
と
し
て
の

源
信
に
は
、
い
た
い
く
ら
い
よ
く
わ
か
る
感
覚
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
し

つ
こ
い
が
、
こ
の
間
の
相
剋
が
、
源
信
に
、
公
的
著
作
た
る

『往
生
要
集
』

で
は
浄
土
往
生
の
主
体
を
明
言
せ
ず
、
私
的
且

つ
実
際
的

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
た
る

『
二
十
五
三
昧
会
』

の
起
請
文

で
は
霊
魂

が
浄
土
往
生
す
る
と
宣
言
せ
し
め
た
原
因
で
あ

っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。

(
1
)

白
館
戒
雲

小
谷
信
千
代

前
掲
書

二
一二
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

(
2
)

山
折
哲

雄

「
死
の
た
め
の
団
体
形
成
」
参
照

(東
大
出
版
会

『
日
本
宗
教
文
化

の
構
造

と
祖
型
』

一
九
八
○
)
所
収

(
3
)

山
口
益

.
桜
部
建

.
森

三
樹

三
郎
訳

『
無
量
寿
経
』
三
〇

二
頁

の
桜
部
建
氏

に
よ
る
解
説
参
照

(中
央
公
論
社

『
大
乗
仏
典
』

6

『
浄
土

三
部
経

』

一
九
七
六
)

(
4
)

中

村
元

.
早
島
鏡
正

.
紀
野

一
義
訳
註

『
浄
土
三
部
経
」
上

『
無
量
寿
経
』
三
五
八
頁

の
註
釈
参
照
。

(岩
波
書
店

一
九
九
〇
)

(
5
)

山

口
益

・
桜
部
建

・
森
三
樹
三
郎
訳

『
無
量
寿
経
』
九
四
頁
註
釈
参
照
。

他界地理学事始

不
可
視

の
往
生
者

も
し
、
図
像
に
お
い
て
、
こ
の
あ
た
り
の
問
題
に
、
多
少
な
り
と
も
関
わ

っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
作
品
を
、
と
い
う
な
ら
ば
、
私
は
以

下
の
二
つ
の
作
例
を
提
示
し
た
い
。

一
つ
は
、
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
扉
に
描
か
れ
た
現
存
最
古
と
さ
れ
る
九
品
来
迎
図
の
う
ち
の
上
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図16帰 り来迎く平等院鳳凰 堂〉

(学研 「浄土 の彼方 へ」)

品
下
生
図
、
い
わ
ゆ
る

「帰
り
来
迎
図
」
(
一
二
世

紀

図
16
)

で
あ
り
、

い
ま

一
つ
は
、
奈
良
瀧
上
寺
の
同
じ
く
九
品
来
迎
図

の
う
ち
の
上
品
中
生
図

に
図
画
さ
れ
た
来
迎

・
帰
り
来
迎

一
対
の
な
か
の
後
者
、
、

こ
れ
ま
た

「
帰

り
来
迎
図
」
(
一
三
世
紀

図
17
)
で
あ
る
。

平
等
院
鳳
凰
堂
本

で
は
、
先
頭

に
立

っ
て

一
行
を
先
導
す
る
阿
弥
陀
如
来

の
後
方

に
、
聖
衆

に
守
ら
れ
る
か
た
ち
の
黄
金

の
蓮
華
、
瀧
上
寺
本

で
は
、

一
行
の
い
ち
ば
ん
前
に
置
か
れ
て
、
あ
た
か
も
阿
弥
陀
聖
衆
を
率

い
る
か
の

よ
う
な
、
い
く
筋
か
の
光
線
を
発
す
る
黄
金

の
蓮
華

と
い
う
相
違
は
あ
る
も

の
の
、

こ
れ
ら
二

つ
の

「帰
り
来
迎
図
」
で
は
、
と
も
に
浄
土
往
生
す
る
主

体
は
閉
じ
た
、
な
い
し
は
未
開
の
蓮
華
の
内
部
に
封
じ
こ
ま
れ
、
阿

弥
陀
聖
衆
の

一
行
に
伴
わ
れ
て
ひ
た
す
ら
西
方
極
楽
浄
土

へ
と
急
い

で
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

蓮
華

の
中

に
往
生
者
を
封
じ
こ
ん
で
浄
土

へ
と
運
ぶ
と
い
う
構
図

は
、
や
は
り
浄
土
三
部
経

の
ひ
と

つ
、
『観
無
量
寿
経
』

の
九
品
来

迎
を
説
い
た
部
分
の
う
ち
、
上
品
下
生
来
迎
に
関
す
る
記
述
の

…
…
行
者
命
欲
終
時
、
阿
弥
陀
仏
、
及
観
世
音
大
勢
至
、
…
…
、

図17帰 り来迎く奈良瀧上寺〉

(学研 「末世 の絵模様」 よ り)
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来
迎
此
人
。
…
…

見
此
事
時
、
即
自
見
身
、
坐
金
蓮
華
。
坐
已
華
合
。
随
世
尊
後
、
即
得
往
生
七
宝
池
中
。

に
由
来
す
る
。
平
等
院
鳳
凰
堂
本
は
、
こ
の
記
載
を
忠
実
に
絵
画
化
し
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。

と
こ
ろ
が
、
瀧
上
寺
本
は
上
品
中
生
図
で
あ
る
た
め
、
正
し
く
は
、
同
じ

『観
無
量
寿
経
』

の
九
品
来
迎
中

の
上
品
中
生

に
ま

つ
わ
る

記
載
の

…
…
行
此
行
者
、
命
欲
終
時
、
与
観
世
音
大
勢
至
、
…
…
、
我
今
来
迎
接
汝
Q
…
…

行
者
自
見
、
坐
紫
金
台
。
合
掌
叉
手
、
讃
嘆
諸
仏
。
如

一
念
頃
、
即
生
彼
国
七
宝
池
中
。

他界地理学事始

に
あ
る
ご
と
く
、
紫
金

の
台

に
の
っ
て
極
楽
浄
土

へ
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
筋
か
の
光
線
を
発
す
る
黄
金
の

蓮
華

に
封
じ
こ
ま
れ
て
、
浄
土

へ
と
向
か

っ
て
い
る
。

帰
り
来
迎
を
描

い
た
作
品
そ
の
も
の
が
非
常

に
少
な
い
の
で
、

こ
こ
か
ら
先
は
私
の
勝
手
な
想
像
と
い
う
し
か
な
い
の
だ
が
、
以
上
二

例

の
よ
う
に
、
往
生
者
を
す

っ
ぽ
り
蓮
華

に
封
じ
こ
ん
で
運
ぶ
と
い
う
発
想
は
、
往
生
の
主
体
の
問
題
を
糊
塗
す

る
に
は
、
ま
こ
と
に
好

都
合
だ

っ
た
と
は
い
い
う
る
。
或
い
は
、
蓮
華
の
中
に
封
じ
こ
ま
れ
た
も
の
が
、
借
り
に
霊
魂
で
あ
る
と
し
た
場
合
も
、
霊
魂
と
は
、
原

則
的

に
不
可
視

で
あ
り
、
且

つ
不
定
型

で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
確
か
に
存
在
す
る
な
に
も
の
か
、
そ
う
い
っ
た
相
矛
盾
す
る
対
象
を
図
画

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
絵
師
は
直
接
図
画
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
収
あ
た
容
器
状
の
も
の
を
図
画
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
と
も
思
え
る
。
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図18帰 り来迎く兵庫県香雪 美術館〉

(同朋社 「来迎図の美術」 より)

ち
な
み
に
、
時
が
下
り
、
南
北
朝
時
代
頃
に
な
る
と
、

こ
の
件
は
も
う
あ
ま
り

問
題
に
さ
れ
な
か

っ
た
と
み
え
て
、
兵
庫

の
香
雪
美
術
館

所
蔵

の
帰
り
来
迎
図

(図
18
)
で
は
、
往
生
者
は
堂
々
と
人
間
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
源
信
を
悩
ま
せ
た
、
往
生
の
主
体
は
何
か
、
と
い
う
問
題
は

す
で
に
過
去
の
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
み
な
す
し
か
な
い
。

小

さ

な
結

論

-
此
岸

の
な
か

へ

こ
の
よ
う
に
し
て
、
霊
魂
の
よ
う
な
永
続
的
実
体
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
に

そ
の
本
質

の

一
端
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
体
な
き
輪
廻
転
生
と
い
う
論
理
上

の
綱
渡
り
を
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
イ
ン
ド
仏
教
は
、

の
点
に
は
い
た

っ
て
楽
天
的

で
輪
廻
転
生
を
さ
ほ
ど
切
実
に
は
感
じ
は
し
な
い
日
本
仏
教

へ
と
、
完
全
に
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
も
、
霊
魂

の
存
在
を
認
め
て
し
ま
う
こ
の
方
向
こ
そ
、
あ
と
か
ら
歴
史
を
振
り
返

っ
て
み
れ
ば
、
浄
土

へ
の
里
程
を
、
十
万
億
土
か

ら
、
ほ
と
ん
ど
零

へ
引
き
寄
せ
る
原
動
力
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
源
信
が
日
本
型
浄
土
思
想
の
定
型
を
、
本
来
の
あ
る
べ
き
仏
教
と
、
日
本
人
の
古
層
に
わ
だ
か
ま
る
感
性
と
の
、
ま

さ
に
葛
藤
の
さ
な
か
か
ら
築
き
上
げ
た
と
き
こ
そ
、
浄
土
と
い
う
究
極
の
他
界
が
、
こ
の
世
か
ら
最
も
大
き
な
距
離
を
隔
て
た
瞬
間
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
浄
土
を
こ
の
世
に
吸
引
す
る
絶
好
の
瞬
間
で
も
あ

っ
た
の
だ
。
十
万
億
土
の
無
限
に
膨
張
し
た
里
程
は
、

一
挙
に
反
転
し
て
無
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
ゆ
く
。

そ
の
こ
と
を
子
細
に
語
る
紙
幅
は
、
今
は
な
い
。
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
は
か
ね
て
提
示
し
て
お
い
た
の
で
、
関
心

の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を こ
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　ユ
　

ご
覧
い
た
だ
こ
う
。

最
後
に
、
ひ
と

つ
い
わ
せ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
私
は
、
以
上

の
如
く
、
浄
土

へ
の
里
程
が
無
限
大
か
ら
零
へ
と
反
転
し
た
時
点
を
も

っ

て
、
古
代
が
終
わ
り
中
世
が
始
ま

っ
た
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
と
い
う
な
ら
ば
、

こ
の
現
象

こ
そ
、
日
本
人
の
現
実
認
識
が
劇
的
に
変
容

し
た
事
実
を
如
実

に
告
げ
る
指
標
だ

っ
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
ゆ
え
で
あ
る
。

(1
)

正
木

晃

『輪
廻
転
生
」
(平
凡
社

一
九
九
二
)、
同

「浄
土
変
容
1
あ
の
世
の
図
像
学
」
(佼
成
出
版
社

『講
座

仏
教
の
受
容
と
変
容
』
6

日
本
編

一
九
九

一
)
所
収
。
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