
は
じ
め
に

　

二
〇
一
九
年
『
仏
教
経
済
研
究
』
四
十
八
号
に
「
仏
教
民
俗
研
究
会
前
後
」
と
い
う
報
告
を
掲
載
し
た
が
、
そ
こ
で
五
来
重
の
『
仏

教
民
俗
』
や
大
正
大
学
の
『
仏
教
と
民
俗
』
と
私
が
主
催
し
た
『
仏
教
民
俗
研
究
』
等
の
研
究
史
を
説
明
し
、
一
九
七
九
（
昭
和

五
十
四
）
年
の
宮
田
・
五
来
論
争
を
紹
介
し
た
。
そ
の
時
の
報
告
で
は
論
争
の
経
緯
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
り
、
仏
教
民
俗
学
の
成
立
の

要
件
等
を
若
干
論
じ
た
。
改
め
て
こ
の
論
争
を
返
り
見
る
と
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
宮
田

登
の
「
仏
教
は
永
い
歴
史
的
経
過
を
経
て
作
ら
れ
て
い
る
民
俗
文
化
の
体
系
で
あ
る
。」
と
い
う
言
説
は
大
き
な
問
題
で
注
意
深
く
読

み
直
す
必
要
が
あ
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
論
を
試
み
る
。

一　

宮
田
・
五
来
論
争
の
経
緯

　

す
で
に
「
仏
教
民
俗
研
究
会
前
後
」
で
宮
田
・
五
来
論
争
の
経
緯
は
述
べ
て
い
る
の
で
時
間
軸
に
沿
っ
て
簡
単
に
記
す
。

　
　

一�

九
七
六
（
昭
和
五
十
一
）
年
八
月　

仏
教
民
俗
研
究
会
の
「
仏
教
民
俗
の
課
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
宮
田
登
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ

比
較
仏
教
民
俗
の
可
能
性

　
　

―
―
宮
田
登
「
仏
教
は
民
俗
」
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
―
―

�

坂　

本　
　
　

要

五
七



ウ
ム
会
場
で
柳
田
国
男
仏
教
関
係
論
文
目
録
と
五
来
重
「
仏
教
民
俗
学
の
構
想
」
の
資
料
配
布
。

　
　

一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
）
年　

宮
田
登
「
仏
教
民
俗
の
課
題
」『
仏
教
民
俗
研
究
』
四
号
「
付
記
」
あ
り

　
　

一
九
七
八
（
昭
和
五
十
三
）
年　

宮
田
登
「
仏
教
と
非
常
民
」『
日
本
の
民
俗
学
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）

　
　

一�
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年　

五
来
重
『
続　

仏
教
と
民
俗
』（
角
川
選
書
）『
日
本
の
民
俗
学
』
に
仏
教
民
俗
を
否
定
す
る
よ

う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
と
「
あ
と
が
き
」
で
非
難
し
た
。

　
　

一�

九
八
〇
（
昭
和
五
十
五
）
年　
「
仏
教
と
民
俗
の
あ
い
だ
」
藤
井
正
雄
が
加
わ
っ
て
、
三
者
の
座
談
会
を
開
き
、『
歴
史
公
論
』

五
二
号
（
雄
山
閣
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
る
。

　
　

一�

九
八
五
（
昭
和
六
十
）
年　

宮
田
登
『
新
版　

日
本
の
民
俗
学
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
こ
の
中
で
旧
版
の
「
仏
教
民
俗
の
課
題
」

の
部
分
を
「
仏
教
と
民
俗
学
」
と
し
て
差
し
替
え
、
内
容
を
更
新
し
た
。

　

論
争
の
内
容
は
五
来
氏
が
宮
田
登
『
日
本
の
民
俗
学
（
旧
版
）』
の
「
仏
教
民
俗
は
す
で
に
日
本
民
俗
学
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の

で
こ
と
さ
ら
仏
教
民
俗
と
言
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
言
葉
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
五
来
氏
は
こ
の
こ
と
に
異
議

を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
宮
田
氏
は
五
来
氏
の
構
想
の
中
に
従
来
の
民
俗
学
で
扱
わ
れ
て
い
な
い
項
目
も
あ
り
、
五
来
氏
の
考

え
も
首
肯
で
き
、
仏
教
民
俗
の
資
料
の
再
検
討
と
整
理
の
必
要
を
述
べ
た
。
五
来
氏
は
自
ら
標
榜
し
た
仏
教
民
俗
学
を
言
葉
尻
で
否
定

さ
れ
た
こ
と
に
反
対
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
の
推
移
を
原
文
か
ら
た
ど
っ
て
み
る
。

資
料
１　

宮
田
登　

一
九
七
七
年
五
月
「
仏
教
民
俗
の
課
題
」『
仏
教
民
俗
研
究
』
四
号　

仏
教
民
俗
研
究
会
）（
一
頁
）

　

仏
教
民
俗
の
課
題
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ら
れ
た
が
、
自
分
で
も
仏
教
民
俗
学
と
い
う
も
の
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
な
い
こ

五
八



と
も
あ
り
、
は
た
し
て
課
題
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
近
年
仏
教
民
俗
あ
る
い
は
民
俗
仏
教
と
言
っ
た
表
現
で
研
究
会
が
設
け
ら
れ
た
し（
１
）、
多
く
の
仕
事
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

今
お
二
人
の
お
話（
２
）を
伺
っ
て
い
る
と
、
仏
教
民
俗
学
の
研
究
史
を
概
略
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
柳
田
国
男
以
来
の
日
本
民
俗
学
上
の

主
流
を
占
め
る
大
き
な
業
績
ば
か
り
が
出
て
き
て
お
り
、
研
究
史
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
で
あ
え
て
仏
教
民
俗
と

い
う
新
分
野
だ
と
名
乗
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
又
奇
妙
な
一
面
と
な
っ
て
い
る
。
主
と
し
て
柳
田
民
俗
学
と
の
関
係

に
お
い
て
仏
教
と
い
う
も
の
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
こ
う
い
う
考
え
が
で
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

実
際
仏
教
民
俗
と
い
っ
た
言
い
方
で
表
現
さ
れ
る
民
俗
資
料
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
五
来
重
は
―
―
（
中
略
）

資
料
２　

宮
田
登　

一
九
七
八
年
八
月
「
仏
教
と
非
常
民
」『
日
本
の
民
俗
学
』
講
談
社
学
術
文
庫
（
旧
版
）（
九
六
～
九
七
頁
）

　

例
え
ば
―
―
（
中
略
）
盆
行
事
・
彼
岸
行
事
・
村
の
講
・
大
般
若
・
地
蔵
・
道
祖
神
の
例
を
挙
げ
て

　

あ
え
て
仏
教
民
俗
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
・
領
域
に
染
み
わ
た
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
仏
教
民
俗
と
い
う
中
か
ら
、色
々

と
体
系
化
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
大
き
な
業
績
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
別
な
領
域
を
設
定
し
な
く
て
も
、
自
然
と
そ
の
現
象

が
民
俗
資
料
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
仏
教
民
俗
学
と
無
理
に
言
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
考
え
が
一
方
で
は
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
に
は
仏
教
民
俗
学
の
構
想
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
「
仏
教
民

俗
学
」
あ
る
い
は
「
仏
教
と
民
俗
」
と
い
っ
た
り
す
る
が
、
仏
教
民
俗
と
い
う
限
り
明
ら
か
に
、
仏
教
と
民
俗
と
い
う
も
の
を
別
な

文
化
要
素
と
し
て
対
比
さ
せ
て
い
る
考
え
と
言
え
る
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
こ
の
仏
教
民
俗
を
考
え
る
時
、
仏
教
が
一
体
ど
う
い

う
も
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
出
て
来
る
。
仏
教
は
永
い
歴
史
的
経
過
を
経
て
作
ら
れ
て
い
る
民
俗
文
化
の
体
系
で
あ
る
。
仏
教

五
九



が
日
本
に
外
来
宗
教
と
し
て
入
っ
て
き
て
、
そ
し
て
文
化
変
容
の
段
階
を
経
て
、
新
た
な
「
日
本
仏
教
」
と
い
う
文
化
体
系
を
作
っ

た
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
「
日
本
仏
教
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
す
で
に
民
俗
と
い
う
も
の
を
包
含
し
て
出
来
上
が
っ
て
現
在
の
民
俗
文
化
と

な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
歴
史
的
経
過
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
な
い
と
「
日
本
仏
教
」
の
性
格
を
つ
か
ま
え
ら
れ

な
い
。

資
料
３　

五
来
重　

一
九
七
八
年
十
月
「
あ
と
が
き
」『
続　

仏
教
と
民
俗
』
角
川
選
書
（
三
三
〇
頁
）（
抜
粋
）

　

と
こ
ろ
で
私
は
最
近
、
宮
田
登
氏
が
近
著
『
日
本
の
民
俗
学
』
の
中
で
「
仏
教
民
俗
学
」
と
い
う
学
問
や
「
仏
教
と
民
俗
」
と
い

う
言
葉
は
不
用
だ
と
い
う
意
味
の
論
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。（
中
略
）
い
ろ
い
ろ
の
学
問
が
、
隣
接
の
学
問
や
現
象
と
の

関
聨
を
類
比
し
た
り
、
対
比
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
を
あ
き
ら
か
に
し
、
ま
た
新
し
い
領
域
に
発
展
す
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
民
俗
学
は
そ
れ
自
体
で
仏
教
を
包
含
し
て
い
る
か
ら
、
仏
教
学
や
仏
教
史
が
手
を
出
す
必
要
が
な
い
と

い
う
言
い
方
は
、
現
在
の
日
本
民
俗
学
を
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
と
す
る
、
封
鎖
的
で
傲
慢
な
態
度
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
宮
田
氏
は
仏

教
民
俗
と
い
う
別
な
領
域
を
設
定
し
な
く
て
も
、
自
然
と
そ
の
現
象
が
民
俗
資
料
と
し
て
、
表
れ
て
く
る
。
と
い
う
が
仏
教
が
日
本

の
民
俗
と
結
合
し
た
「
仏
教
民
俗
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

し
か
し
「
仏
教
民
俗
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
民
俗
資
料
は
、
そ
の
成
立
の
歴
史
と
仏
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
仏
教
学

や
仏
教
史
の
関
与
な
し
で
は
解
明
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
外
来
宗
教
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
し
、
僧
侶
と
寺
院
を
通
し
て
民
俗
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）

　

仏
教
と
民
俗
と
い
う
も
の
は
「
別
な
文
化
要
素
」
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
し
、
こ
れ
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
民
俗

六
〇



現
象
も
、
仏
教
の
庶
民
化
の
歴
史
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
仏
教
が
外
来
文
化
で
あ
り
、
民
俗
が
固
有
の

土
着
文
化
で
あ
る
以
上
、
私
に
は
「
別
の
文
化
要
素
」
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
が
同
一
の
文
化
要
素
で
、
仏
教
と
い

え
ば
民
俗
を
さ
し
、
仏
教
と
い
え
ば
民
俗
を
さ
す
妙
手
が
あ
れ
ば
、
確
か
に
仏
教
民
俗
と
い
う
語
は
不
用
に
な
る
。

資
料
４　
［
付
記
］　

一
九
七
七
年
五
月　
『
仏
教
民
俗
研
究
』
四
号　

仏
教
民
俗
研
究
会
（
七
頁
）

　

こ
の
宮
田
レ
ポ
ー
ト
を
受
け
て
、
８
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
席
上
で
は

　
　

①　

仏
教
民
俗
を
あ
え
て
仏
教
民
俗
と
銘
打
つ
必
要
が
あ
る
の
か
。

　
　

②　

仏
教
と
民
間
信
仰
を
い
か
な
る
位
相
で
と
ら
え
る
の
か
。

　
　

③　

仏
教
的
な
民
俗
を
扱
う
こ
と
が
柳
田
民
俗
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
が
討
議
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
一
九
七
八
年
三
月
の
山
中
湖
合
宿
に
お
い
て
、
③
に
つ
い
て
討
議
し
た
が
、
宮
田
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
「
仏
教
は
永
い
歴
史

的
過
程
を
経
て
作
ら
れ
て
い
た
民
俗
文
化
の
体
系
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
点
に
論
が
集
中
し
た
。
こ
の
論
を
延
長
さ
せ
て
い
け
ば
、

民
俗
学
で
仏
教
を
扱
う
こ
と
は
、
単
に
民
俗
学
の
拡
大
と
は
と
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
民
俗
学
の
信
仰
部
門
の
研
究
は
固
有
信
仰
、
民

間
信
仰
の
み
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
教
理
宗
教
を
含
め
た
民
間
宗
教
の
全
体
像
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
柳
田
民
俗
学
か

ら
す
れ
ば
枠
組
み
そ
の
も
の
の
改
変
を
意
味
し
、
宮
田
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
民
俗
資
料
云
々
の
問
題
に
お
さ
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
と
疑
義
が
呈
さ
れ
た
。
時
間
切
れ
の
た
め
課
題
を
あ
と
に
残
し
た
。（
文
責　

坂
本
）

資
料
５　

五
来
重
・
藤
井
正
雄
・
宮
田
登　

一
九
八
〇
年
「
仏
教
と
民
俗
の
あ
い
だ
」『
歴
史
公
論
』
五
二
号
（
雄
山
閣
出
版
）（
三
一
頁
）

　

三
者
の
鼎
談
の
最
後
で

六
一



藤�

井　

仏
教
の
民
俗
化
と
民
俗
の
仏
教
化
の
説
を
述
べ
て
「
そ
れ
と
同
時
に
、
仏
教
学
の
渡
辺
照
宏
さ
ん
が
、
阿
弥
陀
信
仰
は
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
の
光
明
信
仰
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、仏
教
本
来
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、

日
本
の
浄
土
教
は
本
来
の
仏
教
の
系
譜
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
よ
。

五
来　

そ
れ
で
い
い
ん
で
す
よ
。

藤�

井　

つ
ま
り
イ
ン
ド
で
仏
教
が
起
こ
り
、
中
国
に
伝
わ
っ
て
中
国
の
習
俗
と
習
合
し
て
中
国
仏
教
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
日

本
に
入
っ
て
き
て
日
本
仏
教
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
日
本
の
仏
教
は
、
二
重
三
重
の
文
化
習
合
を
と
げ
た
仏
教
な
ん
で
、

イ
ン
ド
仏
教
と
も
中
国
仏
教
と
も
違
う
。
こ
の
三
者
の
絡
み
合
い
を
ど
う
み
て
い
く
か
、
そ
れ
が
必
要
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

五�

来　

そ
れ
は
な
か
な
か
困
難
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
分
析
し
て
体
系
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ

に
よ
っ
て
日
本
文
化
、
庶
民
文
化
の
成
立
を
歴
史
的
、
社
会
的
、
宗
教
的
に
規
定
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
仏
教
民
俗
の
あ
り

か
た
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

資
料
６　

宮
田
登　

一
九
八
五
年
「
仏
教
と
民
俗
学
」『
新
版　

日
本
の
民
俗
学
』
講
談
社
学
術
文
庫
（
一
〇
二
頁
）

　

仏
壇
と
位
牌
を
例
に
し
て

　

こ
う
し
た
五
来
の
見
解
は
、
柳
田
民
俗
学
と
同
じ
立
場
で
あ
り
な
が
ら
も
、
柳
田
が
民
俗
か
ら
仏
教
を
と
ら
え
、
区
別
を
求
め
よ

う
と
し
た
た
め
、
や
や
強
引
に
仮
説
を
だ
し
た
の
に
対
し
、
む
し
ろ
仏
教
側
の
方
か
ら
民
俗
を
と
ら
え
、
そ
の
持
つ
意
味
を
把
握
し

よ
う
と
し
た
。
仏
壇
も
位
牌
も
日
本
仏
教
の
特
質
を
示
す
も
の
だ
が
、
仏
教
教
理
か
ら
直
接
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し

こ
れ
は
日
本
仏
教
の
基
底
に
あ
る
現
象
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
の
分
析
の
視
点
を
見
つ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六
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資
料
７　

藤
井
正
雄　

一
九
八
八
年
「
比
較
仏
教
民
俗
学
覚
え
書
き
」　

桜
井
徳
太
郎
編
『
日
本
民
俗
の
伝
統
と
創
造
』
弘
文
堂
（『
仏

教
民
俗
学
の
課
題　

仏
教
民
俗
学
体
系
１
』
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年　

一
七
～
一
九
頁
）

　

仏
教
の
定
着
化
の
過
程
に
お
け
る
受
容
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
一
考
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
日
本
仏
教
は
そ
の
伝
播
過
程
に
お

い
て
、
イ
ン
ド
仏
教
・
中
国
仏
教
・
朝
鮮
仏
教
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
イ
ン
ド
・
中
国
・
朝

鮮
に
お
い
て
生
活
化
さ
れ
た
仏
教
が
日
本
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
仏
教
が
導
入
時
に
お
い
て
す
で
に
諸
文
化
の
累
積

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実
の
上
に
さ
ら
に
定
着
化
の
過
程
に
お
け
る
変
容
と
い
う
二
重
の
変
容
が
あ
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
定
着
化
の
過
程
に
は
、
仏
教
が
民
俗
の
意
味
付
け
を
行
う
と
い
う
〈
民
俗
の
仏
教
化
〉
と
、
仏
教
が
民
俗
に
傾
斜

し
て
行
う
と
い
う
〈
仏
教
の
民
俗
化
〉
の
二
方
向
を
区
別
し
た
。
そ
し
て
こ
の
二
方
向
を
展
開
軸
に
し
て
、（
第
三
の
）
仏
教
民
俗

学
の
発
展
方
向
の
三
つ
に
分
類
し
た
。（
中
略
）
―
―
〈
仏
教
の
民
俗
化
〉
と
〈
民
俗
の
仏
教
化
〉
の
説
明
―
―

　

第
三
の
発
展
方
向
と
し
て
〈
仏
教
の
民
俗
化
〉
と
〈
民
俗
の
仏
教
化
〉
の
両
面
を
総
合
す
る
仏
教
民
俗
学
の
構
築
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
寺
院
側
で
の
民
間
信
仰
・
習
俗
の
意
味
付
け
と
常
民
の
意
味
付
け
の
ズ
レ
も
必
要
な
項
目
と
な
る
。
従
来
の
固
有
信
仰
の
み
に

か
か
わ
っ
て
き
た
民
俗
学
に
仏
教
教
義
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
間
信
仰
・
習
俗
の
相
互
作
用
に
基
づ
く
全
体
像
の
浮
き
彫

り
と
い
う
面
で
、
柳
田
民
俗
学
の
枠
組
み
の
改
変
で
あ
る
。
庶
民
信
仰
の
各
内
容
を
仏
僧
の
布
教
活
動
を
媒
介
と
し
て
の
原
型
と
そ

の
変
容
と
い
う
お
お
き
な
項
目
に
配
置
換
え
が
な
さ
れ
る
。
寺
院
の
展
開
に
目
を
据
え
る
が
、
仏
教
と
民
俗
の
対
比
は
等
価
値
に
置

か
れ
、
方
法
論
的
に
は
、
民
俗
学
を
中
心
に
仏
教
学
・
宗
学
の
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
人
類
学
的
・
社
会
学
的
・
心
理
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
い
う
諸
分
野
の
研
究
の
多
面
性
を
総
合
し
た
仏
教
民
俗
学
の
樹
立
が
目
指
さ
れ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。（
中
略
）

　

冒
頭
に
の
べ
た
よ
う
に
日
本
仏
教
が
〈
仏
教
の
民
俗
化
〉
と
〈
民
俗
の
仏
教
化
〉
の
二
方
向
の
相
互
作
用
に
よ
る
習
合
形
態
で
あ

る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
に
お
い
て
も
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
で
い
る
と
考
え
合
わ
せ
る
と
日
本
仏
教
民
俗
学
の
成
立

六
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は
漢
訳
仏
教
圏
で
あ
る
東
ア
ジ
ア
比
較
仏
教
民
俗
学
、
な
い
し
は
上
座
仏
教
圏
で
あ
る
南
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
含

め
た
仏
教
圏
全
域
に
わ
た
る
視
野
の
も
と
で
国
際
仏
教
民
俗
学
に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

資
料
１
は
宮
田
氏
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
冒
頭
に
語
ら
れ
た
部
分
で
、
資
料
２
に
続
く
が
、
そ
の
ま
ま
『
日
本
の
民
俗
学
』
に
掲
載
し
、

五
来
氏
の
反
感
を
買
っ
た
。
五
来
氏
の
言
は
資
料
３
で
あ
る
が
、
宮
田
氏
は
「
仏
教
と
民
俗
が
別
の
文
化
要
素
」
で
あ
る
と
対
比
さ
れ

る
と
い
う
前
提
に
た
た
な
い
と
仏
教
民
俗
は
成
り
立
た
な
い
。
五
来
氏
は
「
仏
教
と
民
俗
は
別
の
文
化
要
素
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る

の
で
、
両
者
は
同
じ
と
と
れ
る
が
、
五
来
氏
は
そ
の
根
拠
に
「
仏
教
が
外
来
文
化
で
あ
り
、
民
俗
が
固
有
の
土
着
文
化
で
あ
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宮
田
氏
は
「
仏
教
は
永
い
歴
史
的
経
過
を
経
て
作
ら
れ
て
い
る
民
俗
文
化
の
体
系
で
あ
る
。」

即
ち
「
仏
教
は
民
俗
で
あ
る
」
と
発
言
を
し
て
い
る
。
宮
田
氏
の
説
は
「
別
の
文
化
要
素
で
は
な
い
」
と
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
真
意
は
こ
の
あ
と
探
っ
て
み
る
が
、
五
来
批
判
を
受
け
て
、
改
版
し
た
『
新
版　

日
本
の
民
俗
学
』
の
中
で
、
日
本
の
仏
壇
と

位
牌
の
習
俗
に
関
し
て
「
こ
れ
も
日
本
仏
教
の
特
質
を
示
す
も
の
だ
が
、
仏
教
教
理
か
ら
直
接
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し

こ
れ
は
日
本
仏
教
の
基
底
に
あ
る
現
象
な
ら
ば
、そ
こ
か
ら
の
分
析
の
視
点
を
見
つ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」と
し
て
い
る
。

微
妙
な
い
い
ま
わ
し
で
あ
る
が
「
日
本
仏
教
の
基
底
に
あ
る
現
象
」
と
し
て
い
る
。
仏
教
は
民
俗
で
あ
る
。
も
し
く
は
基
底
に
あ
る
民

俗
を
現
象
化
し
た
も
の
と
の
考
え
は
変
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

資
料
４
は
時
間
を
前
後
す
る
が
仏
教
民
俗
研
究
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
受
け
て
、
当
時
、
大
学
院
生
で
あ
っ
た
メ
ン
バ
ー
が
、
宮
田

氏
の
「
仏
教
は
民
俗
」
の
発
言
に
つ
い
て
疑
義
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

六
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二　

宮
田
登
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』

　

宮
田
氏
が
「
仏
教
は
永
い
歴
史
的
経
過
を
経
て
作
ら
れ
て
い
る
民
俗
文
化
の
体
系
で
あ
る
。」
と
い
う
場
合
の
仏
教
は
日
本
仏
教
を

含
め
ア
ジ
ア
に
広
が
っ
た
仏
教
全
体
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
宮
田
・
五
来
論
争
の
中
で
は
盆
行
事
・
彼
岸
行
事
・
村
の
講
・

大
般
若
・
地
蔵
・
道
祖
神
の
例
を
挙
げ
、
当
時
問
題
に
な
っ
て
い
た
聖
と
非
常
民
を
話
題
に
し
て
論
を
展
開
し
て
い
た
が
、
宮
田
氏
の

初
期
を
代
表
す
る
著
作
は
一
九
七
〇
年
刊
の
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』（
未
来
社
）
で
副
題
に
「
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
メ
シ
ア
観
」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
七
五
年
に
沖
縄
の
ミ
ル
ク
神
を
論
じ
た
「
ミ
ロ
ク
世
の
構
造
」
等
を
加
え
、
比
較
民
俗
的
観
点
か
ら

大
幅
に
書
き
加
え
て
『
新
訂　

ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』（
未
来
社
）
を
出
し
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
に
佼
成
会
出
版
社
か
ら
『
日
本
人

の
信
仰　

新
し
い
世
界
へ
の
祈
り　

弥
勒
』
を
、
一
九
八
五
年
に
雄
山
閣
の
「
民
衆
宗
教
史
叢
書
」
の
一
巻
に
『
弥
勒
信
仰
』
を
編
集

し
、
既
発
表
の
研
究
を
一
覧
し
て
い
る（
３
）。

　

宮
田
氏
の
弥
勒
へ
の
研
究
は
山
岳
宗
教
で
あ
る
富
士
講
の
第
六
代
目
の
行
者
で
あ
る
食じ
き
ぎ
ょ
う行身
禄
を
「
身
禄
」
と
書
い
て
「
ミ
ロ
ク
」

と
読
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
富
士
山
信
仰
に
ミ
ロ
ク
世
の
待
望
が
あ
る
か
ら
と
す
る
。
さ
ら
に
ミ
ロ
ク
私
年
号
の
歴
史
や
鹿
島

の
ミ
ロ
ク
船
、
ミ
ロ
ク
踊
り
な
ど
民
俗
事
例
を
挙
げ
、
そ
の
基
底
に
日
本
の
メ
シ
ア
信
仰
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
淵
源

し
て
弥
勒
下
生
や
中
国
に
お
け
る
布
袋
・
弥
勒
化
身
説
に
触
れ
て
い
る
。『
新
訂
』
版
で
は
「
沖
縄
の
ミ
ロ
ク
信
仰
」
が
加
わ
る
。
こ

れ
は
沖
縄
の
豊
年
祭
に
現
れ
る
ミ
ル
ク
神
が
中
国
の
布
袋
和
尚
の
仮
面
を
つ
け
、
豊
年
祭
の
道
ジ
ュ
ネ
ー
の
先
頭
に
立
ち
、
子
供
を
連

れ
豊
穣
を
も
た
ら
す
神
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
他
に
朝
鮮
の
ム
ー
ダ
ン
の
ミ
ロ
ク
信
仰
を
加
え
、日
本
・

沖
縄
・
朝
鮮
・
中
国
と
弥
勒
信
仰
の
共
通
性
に
着
目
し
、「
比
較
民
俗
」
の
視
点
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
ミ
ロ
ク
世
の
構
造
」
が
あ
る
と

結
論
付
け
て
い
る
。「
弥
勒
信
仰
」
を
「
ミ
ロ
ク
信
仰
」
と
音
に
よ
る
カ
タ
カ
ナ
書
き
を
論
文
の
表
題
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
論
の
斬
新
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性
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
。

　

こ
の
方
向
は
研
究
論
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
民
衆
宗
教
史
叢
書
の
『
弥
勒
信
仰
』
で
は
比
較
民
俗
の
方
向
が
よ
り
は
っ
き
り
す

る
。「
第
三
章　

比
較
宗
教
論
」
と
し
て
松
本
文
三
郎
・
鈴
木
中
生
・
三
品
彰
英
の
論
を
載
せ
る
。
松
本
文
三
郎
は
弥
勒
経
典
か
ら
、

鈴
木
中
生
は
イ
ラ
ン
的
信
仰
と
し
て
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
や
マ
ニ
教
の
影
響
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
国
の
白
蓮
教
と
革
命
思
想
に
つ

い
て
の
論
も
所
載
す
る
。
三
品
彰
英
は
朝
鮮
新
羅
の
花
郎
制
度
に
つ
い
て
で
あ
る（
４
）。

　

話
を
宮
田
氏
の
「
仏
教
は
民
俗
」
の
言
説
に
戻
す
と
、
宮
田
・
五
来
論
争
の
時
は
日
本
の
事
例
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
仏
教
」

の
具
体
的
事
例
と
し
て
弥
勒
信
仰
の
変
遷
が
頭
の
中
に
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。「
ア
ジ
ア
仏
教
史
」
の
中
で
の
比
較
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
弥
勒
信
仰
を
例
に
さ
ら
に
考
え
る
。

三　

弥
勒
信
仰
の
誕
生
と
変
遷

　

民
衆
宗
教
史
叢
書
の
『
弥
勒
信
仰
』
は
一
九
八
四
年
刊
で
あ
っ
た
、
引
用
文
献
に
古
い
も
の
も
あ
る
が
、『
歴
史
公
論
』
の
「
仏
教

と
民
俗
の
あ
い
だ
」
で
藤
井
氏
が
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
ま
た
、民
衆
宗
教
史
叢
書
の
『
弥
勒
信
仰
』

の
中
に
鈴
木
中
生
の
イ
ラ
ン
信
仰
の
論
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
含
め
、
幅
を
広
げ
て
弥
勒
信
仰
の
変
遷
を
見
て
み
よ
う
。

　

１　

ミ
ロ
ク
の
語
源

　

弥
勒
仏
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
定
方
晟
が
平
凡
社
『
世
界
大
百
科
事
典
』（
一
九
八
八
年
刊
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
（M

aitreya

）
の
音
訳
と
さ
れ
る
が
、〈
弥
勒
〉
と
い
う
名
前
そ
の
も
の
は
ク
シ
ャ
ー
ナ

朝
の
貨
幣
に
あ
ら
わ
れ
る
太
陽
神
ミ
イ
ロ
（M

iiro

）
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
下
で
用
い
ら
れ
る
言
語
で
ミ
イ
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ロ
は
イ
ラ
ン
の
太
陽
神
ミ
ス
ラ
（M

ithra

）
に
由
来
し
、
し
た
が
っ
て
ヴ
ェ
ー
ダ
の
契
約
神
（M

itra

）
と
関
連
す
る
。
イ
ン
ド
仏

教
徒
はM

iro

をM
tra

に
還
元
し
、M

itra

が
友
を
意
味
し
、
派
生
語m

aitreya

が
〈
友
情
あ
る
〉
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
弥
勒
を

〈
慈
氏
〉（m

aitreya

の
意
訳
語
）
と
と
ら
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

弥
勒
す
な
わ
ち
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
・
ブ
ッ
ダ
の
名
（
ギ
リ
シ
ア
文
字
）
は
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
カ
ニ
シ
カ
王
の
貨
幣
（
二
世
紀
）
に
座
像

と
と
も
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
一
方
、
太
陽
神
ミ
イ
ロ
の
貨
幣
は
バ
ク
ト
リ
ア
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
ミ
イ
ロ
は
イ

ン
ド
・
イ
ラ
ン
で
は
ミ
ス
ラ
神
ま
た
は
ミ
ト
ラ
神
で
あ
る
。
ミ
ス
ラ
も
し
く
は
ミ
ト
ラ
は
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
に
共
通
す
る
神
で
太
陽
神

で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
で
は
盟
友
・
契
約
の
神
と
も
さ
れ
た
。
盟
友
は
友
情
・
友
愛
を
守
護
す
る
。
そ
の
た
め
弥
勒
を
〈
慈
氏
〉
マ
イ
ト

レ
ー
ヤ
の
意
訳
語
と
と
ら
え
た
と
す
る
。
以
上
が
定
方
晟
の
説
明
で
あ
る
。

　

も
う
少
し
説
明
す
る
と
「
イ
ラ
ン
の
太
陽
神
ミ
ス
ラ
」
は
古
代
宗
教
で
あ
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
吸
収
さ
れ
、
光
の
神
ア
フ
ラ
・
マ

ズ
ダ
ー
と
共
に
主
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
紀
元
前
十
世
紀
も
し
く
は
七
世
紀
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
（
ザ
ラ
ス
シ
ュ

ト
ラ
）
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
古
代
ペ
ル
シ
ア
の
宗
教
で
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
・
パ
ル
テ
ィ
ア
・
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア

で
信
仰
さ
れ
、
現
在
で
も
イ
ラ
ン
を
中
心
に
存
続
し
て
い
る
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
中
の
変
質
す
る
過
程
で
ミ
ト
ラ
を
主
神
と
す
る
傾

向
が
強
ま
り
、ミ
ト
ラ
教
と
な
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
で
は
ミ
ト
ラ
教
は
牛
の
供
儀
を
行
う
密
儀
宗
教
と
し
て
ひ
ろ
ま
り
、以
降
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
神
秘
主
義
の
一
翼
を
担
っ
た
。
ま
た
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
に
預
言
者
マ
ニ
（
二
一
六
～
二
七
七
年
）
が
現
れ
、ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
・

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
・
ミ
ト
ラ
教
な
ど
を
混
合
し
て
マ
ニ
教
を
設
立
し
、
イ
ラ
ン
・
イ
ン
ド
・
中
国
に
教
え
を
広
め
た
。
中
国
で
は
明
教

と
言
わ
れ
、
仏
教
の
弥
勒
を
含
む
宗
教
と
し
て
信
仰
と
さ
れ
た（
５
）。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
興
隆
期
、
特
に
大
乗
仏
教
興
隆
期
に
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
・
ミ
ト
ラ
教
・
マ
ニ
教
な
ど
の
古
代
宗
教
の
広
が
り

六
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と
そ
の
影
響
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
仏
像
の
図
像
の
成
立
に
は
こ
れ
ら
古
代
宗
教
や
民
族
宗
教
、
民
間
信
仰
と

習
合
を
考
え
ら
れ
て
い
る
。
水
の
神
と
し
て
の
観
音
、
大
地
母
神
と
し
て
の
鬼
子
母
神
ハ
リ
テ
ィ
ー
な
ど
が
枚
挙
で
き
る
。
ヘ
ラ
ク
レ

ス
が
執
金
剛
像
・
仁
王
力
士
像
に
な
っ
た
様
に
ギ
リ
シ
ア
神
話
か
ら
流
入
し
た
仏
像
も
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
古
代
宗
教
は
光
と
闇
・

善
と
悪
と
い
う
よ
う
な
二
元
論
を
基
調
と
し
て
い
る
。キ
リ
ス
ト
教
に
影
響
を
与
え
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
も
こ
の
考
え
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
光
の
図
像
が
仏
像
の
光
背
、
キ
リ
ス
ト
や
天
使
の
円
光
の
成
立
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
。

　

２　

弥
勒
説
話
・
弥
勒
経
典

　

図
像
と
は
別
に
初
期
仏
典
の
説
話
の
中
に
未
来
仏
と
し
て
の
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
が
登
場
す
る
。
パ
ー
リ
ー
語
仏
典
の
長
部
に
あ
る
「
転

輪
王
獅
子
吼
経
」
の
内
容
は
漢
訳
仏
典
の
「
弥
勒
下
生
経
」
に
つ
な
が
る
。

　
「
弥
勒
上
生
経
」
は
「
下
生
経
」
の
後
に
で
き
た
経
典
で
「
観
」
の
名
が
つ
く
こ
と
か
ら
「
兜
率
天
往
生
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
頭
の

中
に
描
く
観
経
と
さ
れ
る（
６
）。

　
〈
弥
勒
説
話
〉

　
「
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
」
パ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
章

　
「
賢
愚
因
縁
経
」
波
婆
離
品
パ
ー
ヴ
ァ
リ
譚

　
「
デ
ィ
ヴ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
」
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
物
語

　
「
転
輪
王
獅
子
吼
経
」
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
シ
ャ
ン
カ
王
教
化
譚

　
〈
弥
勒
六
部
経
〉　

○
印　

弥
勒
三
部
経

　

①　

 

「
弥
勒
来
時
経
」
不
明
（
①
～
④
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
シ
ャ
ン
カ
王
教
化
譚
）

　

②　

 

「
弥
勒
下
生
経
」
竺
法
護
訳
？　

三
〇
三
年
？

六
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③　

 

「
弥
勒
下
生
成
仏
経
」
〇
鳩
摩
羅
什
訳　

四
〇
二
年
？

　

④　
 

「
弥
勒
大
成
仏
経
」
〇
鳩
摩
羅
什
訳　

四
〇
二
年

　

⑤　
 

「
弥
勒
下
生
成
仏
経
」
義
浄
訳　

七
〇
一
年

　

⑥　

 
「
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
」
〇
沮そ
き
ょ
き
ょ
う
し
ょ
う

渠
京
声
訳　

四
五
五
年
？

　

３　

弥
勒
図
像

　

仏
像
が
現
れ
る
の
は
二
世
紀
ご
ろ
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
マ
ト
ゥ
ー
ラ
と
さ
れ
る
が
弥
勒
像
も
こ
の
時
に
現
れ
る
。右
手
に
香
油
壷
を
持
ち
、

左
手
で
施
無
畏
印
を
表
し
、
頭
は
髷
を
結
っ
て
仏
塔
を
つ
け
て
い
る
も
の
が
多
い
。
立
像
と
座
像
が
あ
る
。
説
話
や
経
典
に
は
図
像
は

書
か
れ
て
い
な
い
。
弥
勒
像
は
北
伝
仏
教
の
伝
播
に
沿
っ
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
西
域
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
と
広
が
る
が
、
密
教

仏
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
に
も
伝
わ
る
。
立
川
武
蔵
に
よ
る
と
大
き
く
三
つ
も
し
く
は
四
つ
の
系
譜
が
あ
る
と
さ
れ
る（
７
）。
一
つ

は
立
像
・
大
仏
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
中
国
・
朝
鮮
に
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
半
跏
思
惟
像
で
中
国
か
ら
朝

鮮
・
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
密
教
仏
は
曼
荼
羅
の
中
に
描
か
れ
た
も
の
で
、
密
教
と
と
も
に
チ
ベ
ッ
ト
・
中
国
・
日
本
に
見
ら
れ
る
。

あ
と
一
つ
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
沿
い
に
西
域
・
中
国
に
見
ら
れ
る
交
脚
像
の
弥
勒
で
あ
る
。
こ
の
交
脚
像
は
遊
牧
民
の
権

威
者
の
椅
子
座
り
を
表
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
経
典
と
は
別
に
様
々
な
図
像
が
生
ま
れ
た
。

　

４　

弥
勒
信
仰

　

弥
勒
は
ミ
ス
ラ
と
い
う
太
陽
神
と
と
も
に
友
愛
の
神
と
し
て
あ
っ
た
の
が
、
未
来
仏
の
説
話
か
ら
釈
迦
滅
後
五
十
六
憶
七
千
万
年
後

に
兜
率
天
よ
り
下
生
し
龍
華
会
を
開
き
（
下
生
経
）、
ま
た
衆
生
を
伴
っ
て
兜
率
天
に
上
生
す
る
（
上
生
経
）
と
い
う
救
済
の
仏
と
し

て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
西
域
で
は
、
石
窟
の
中
で
奥
に
置
か
れ
て
い
る
釈
迦
の
涅
槃
像
と
対
置
す
る
よ
う
に
、
石
窟
の
入
り
口

裏
に
セ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
置
か
れ
た
り
、
描
か
れ
た
り
し
て
お
り
、
石
窟
内
で
の
死
と
再
生
を
表
す
と
さ
れ
る（
８
）。
中
国
で
は
燃
灯
仏
を

六
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過
去
仏
と
し
、
釈
迦
を
現
在
仏
、
弥
勒
を
未
来
仏
と
す
る
三
期
三
仏
説
・
三
期
末
劫
説
が
民
間
宗
教
と
し
て
広
ま
り
、
変
革
・
革
命
運

動
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
た
び
た
び
唱
導
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
番
大
き
な
運
動
は
元
朝
末
期
の
白
蓮
教
の
叛
乱
で
明
教
と

い
う
マ
ニ
教
も
加
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

一
方
民
衆
の
間
で
唐
代
末
、
明
州
（
現
寧
波
市
）
に
実
在
し
た
契か
い
し此
と
い
う
布
袋
和
尚
が
弥
勒
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
伝
説
が
ひ
ろ

ま
り
、
頭
陀
袋
（
布
袋
）
を
脇
に
置
い
て
笑
っ
て
い
る
太
鼓
腹
で
福
耳
の
僧
侶
と
し
て
描
か
れ
た
。
禅
宗
で
は
物
に
と
ら
わ
れ
な
い
悟

り
の
姿
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
寺
院
の
山
門
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
民
間
で
は
大
き
な
袋
を
持
つ
こ
と
か
ら
財
神
と
し
て
、
太
鼓
腹

か
ら
子
宝
、
子
孫
繁
栄
の
福
を
も
た
ら
す
仏
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
七
福
神
の
一
神
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
布
袋
弥
勒

は
沖
縄
に
伝
わ
り
ミ
ル
ク
神
と
し
て
豊
年
祭
に
豊
穣
・
子
宝
の
仮
面
神
と
し
て
表
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
宮
田
登
『
新
訂　

ミ
ロ
ク
信

仰
の
研
究
』
に
詳
し
い
。

　

朝
鮮
の
新
羅
で
は
青
年
戦
士
団
の
花
郎
が
弥
勒
の
化
身
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
代
（
六
世
紀
後
半
～
八
世
紀
）
新
羅
・
百
済
・

高
句
麗
で
多
く
の
弥
勒
の
半
跏
思
惟
像
が
造
ら
れ
た
。
半
跏
思
惟
像
は
釈
迦
が
出
家
す
る
に
あ
っ
た
っ
て
深
く
思
惟
し
た
こ
と
を
モ
デ

ル
に
し
、
椅
子
に
座
る
交
脚
像
が
変
化
し
て
で
き
た
図
像
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
朝
鮮
と
そ
れ
を
受
け
た
日
本
の
飛
鳥
時
代
に
集

中
的
に
現
れ
、
消
え
て
い
っ
た
図
像
で
あ
る
。
韓
国
で
は
頭
に
平
石
（
宝
冠
か
？
）
を
載
せ
た
立
像
の
石
仏
が
多
い
。

　

日
本
で
は
こ
の
朝
鮮
の
半
跏
思
惟
像
が
伝
わ
り
、
仏
伝
初
期
に
弥
勒
信
仰
が
広
ま
る
が
、
阿
弥
陀
信
仰
・
法
華
経
・
密
教
の
弥
勒
な
ど

が
習
合
し
な
が
ら
平
安
時
代
の
貴
族
に
信
仰
が
広
ま
る
。
宮
田
氏
が
注
目
し
た
の
は
弥
勒
私
年
号
や
弘
法
大
師
信
仰
と
の
習
合
、
富
士
講

の
食
行
身
禄
や
鹿
島
踊
り
に
見
ら
れ
る
弥
勒
で
、弥
勒
信
仰
は
豊
穣
を
も
た
ら
し
世
直
し
を
図
る
メ
シ
ア
的
信
仰
を
基
底
と
す
る
と
し
た
。

　

弥
勒
は
図
像
・
信
仰
で
は
様
々
な
変
貌
を
と
げ
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
チ
ベ
ッ
ト
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
も
独
特
な
弥
勒
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
弥
勒
は
図
像
・
信
仰
で
は
様
々
な
変
貌
を
と
げ
る
が
、
未
来
仏
、
救
済
仏
、
転
じ
て
世
直
し
・
革
命
の
象
徴

七
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と
し
て
、
さ
ら
に
豊
穣
仏
、
福
神
仏
と
し
て
崇
め
ら
る
が
、
救
い
の
仏
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

四　

一
国
民
俗
学
と
世
界
民
俗
学

　

弥
勒
仏
・
弥
勒
信
仰
の
変
遷
を
略
述
し
た
の
で
、
話
を
宮
田
・
五
来
論
争
に
戻
す
。
宮
田
氏
の
「
仏
教
は
民
俗
」
の
言
説
は
ア
ジ
ア

仏
教
全
体
を
見
た
比
較
宗
教
論
を
前
提
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
広
げ
た
の
は
五
来
重
・
宮

田
登
の
仲
介
に
入
っ
た
藤
井
正
雄
で
、
資
料
５
の
『
歴
史
公
論
』
の
鼎
談
で
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
ま
で
引
き
合
い
に
出
し
て
、
仏
教
の
二

重
、
三
重
の
文
化
習
合
を
述
べ
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
五
来
氏
に
問
い
か
け
た
が
、「
そ
れ
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
困
難
な

課
題
が
あ
る
」
と
い
う
、
五
来
氏
の
消
極
的
な
発
言
で
会
談
は
終
わ
っ
て
い
る（
９
）。

　

そ
の
後
藤
井
氏
は
資
料
７
の
「
比
較
仏
教
民
俗
学
覚
え
書
き
」
の
中
で
東
ア
ジ
ア
比
較
仏
教
民
俗
学
、
国
際
仏
教
民
俗
学
を
提
唱
し

て
い
る
。
実
際
例
と
し
て
『
仏
教
の
儀
礼）
（1
（

』
の
中
で
ス
リ
ラ
ン
カ
と
の
日
本
の
葬
送
・
回
向
儀
礼
の
比
較
を
試
み
て
い
る
。

　

ま
た
藤
井
氏
は
「
比
較
民
俗
学
は
柳
田
民
俗
学
の
枠
組
み
の
改
変
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
見
よ
う
。
実

は
柳
田
国
男
は
比
較
民
俗
・
国
際
民
俗
と
は
い
わ
な
か
っ
た
が
「
世
界
民
俗
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。「
一
国
民
俗
学
」
に

対
す
る
言
葉
で
、
こ
の
一
国
民
俗
学
が
柳
田
民
俗
学
の
限
界
を
示
す
と
か
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
表
す
と
か
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
、
そ

の
論
に
は
深
入
り
し
な
い
で
お
く
。

　

こ
の
言
葉
は
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
、
柳
田
国
男
が
六
〇
歳
の
還
暦
を
迎
え
、
日
本
青
年
会
で
「
日
本
民
俗
学
」
講
習
会
を
開
き
、

雑
誌
『
民
間
伝
承
』
を
創
刊
し
て
、日
本
民
俗
学
の
活
動
を
本
格
化
し
た
時
の
理
論
で
あ
る
。
前
年
の
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
『
民

間
伝
承
論
』
を
出
版
し
、
そ
の
中
の
第
一
章
を
「
一
国
民
俗
学
」
と
し
て
日
本
民
俗
学
を
位
地
付
け
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
由
来
は
翌

年
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
の
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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独
逸
語
の
領
域
に
於
い
て
は
―
―
自
国
民
が
同
胞
の
間
の
伝
承
を
採
集
調
査
す
る
の
が
フ
オ
ル
ク
ス
ク
ン
デ
、
―
―
弘
く
他
民
族

の
生
活
を
記
述
す
る
の
が
フ
エ
ル
ケ
ル
ク
ン
デ
と
呼
ば
れ
い
る
。
二
語
は
フ
オ
ル
ク
即
ち
国
民
と
い
う
語
の
単
数
と
複
数
で
あ
る
。

（
中
略
）
私
は
か
り
に
フ
オ
ル
ク
ス
ク
ン
デ
を
一
国
民
俗
誌
学
ま
た
は
日
本
民
俗
誌
学
、
今
一
つ
を
萬
国
民
俗
誌
学
も
し
く
は
誤
解

虞お
そ
れ

が
な
い
な
ら
ば
比
較
民
俗
誌
学
と
名
付
け
て
お
く
。�

（『
定
本
柳
田
國
男
集
第
二
五
巻
』
二
九
六
頁
）

　

内
省
の
学
と
し
て
意
味
付
け
を
し
た
日
本
民
俗
学
を
、
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
の
訳
語
で
あ
る
「
民
族
学
」
の
語
を
用
い
ず
あ
え
て
意
識
し

て
用
い
た
語
が
「
民
俗
学
」
で
あ
る
。
比
較
民
俗
学
・
萬
国
民
俗
学
に
対
置
し
て
「
一
国
」
を
そ
の
前
に
付
け
た
。
萬
国
民
俗
学
は
世

界
民
俗
学
と
し
て
『
民
間
伝
承
論
』（
一
九
三
四
・
昭
和
九
年
）
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　

我
々
の
民
間
伝
承
論
が
、
広
義
の
人
類
学
の
中
に
ど
れ
だ
け
の
領
域
を
現
在
持
っ
て
居
る
か
、
且
つ
又
ど
れ
迄
の
役
目
を
果
た
す

の
が
相
当
で
あ
る
の
か
、
不
幸
に
し
て
今
は
ま
だ
二
つ
の
別
々
の
問
題
で
あ
る
。
私
達
は
実
着
の
歩
み
を
踏
み
し
め
て
い
く
爲
に
、

特
に
先
ず
一
国
民
俗
学
の
確
立
を
期
し
、
是
に
よ
っ
て
将
来
の
世
界
民
俗
学
の
素
地
を
用
意
し
（
後
略
）

（『
定
本
柳
田
國
男
集
第
二
五
巻
』
三
四
九
頁
）

　

殊
俗
誌
学
が
も
っ
と
も
っ
と
進
展
し
一
国
民
俗
学
に
よ
き
刺
激
と
影
響
を
与
え
て
、
や
が
て
は
世
界
民
俗
学
を
実
現
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
こ
そ
殊
俗
誌
学
の
今
後
の
使
命
と
す
べ
き
で
あ
る
。（
殊
俗
誌
は
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
・
民
俗
誌
）

（『
民
間
伝
承
論
』
五
十
六
頁
・
一
九
八
〇
年
伝
統
と
現
代
社
版
）
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民
族
学
（
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
）
が
土
俗
学
と
い
っ
て
被
調
査
者
を
卑
下
し
て
い
る
こ
と
の
反
発
と
戦
略
的
に
ま
ず
未
開
拓
の
国
内
調
査

を
進
め
る
べ
き
と
の
決
意
と
思
わ
れ
る
。「
一
国
民
俗
学
」
の
語
は
そ
の
後
散
見
す
る
が
「
世
界
民
俗
学
」
の
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
最
後
の
著
で
あ
る
『
海
上
の
道
』（
一
九
六
一
〔
昭
和
三
六
〕
年
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

一
国
民
俗
学
の（
中
略
）相
接
す
る
二
以
上
の
民
族
文
化
の
比
較
に
助
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
で
あ
る
。（「
海
神
宮
考
」）

（『
定
本
柳
田
國
男
集
第
一
巻
』
七
〇
頁
）

　

比
較
に
よ
っ
て
追
々
と
判
っ
て
来
よ
う
と
し
て
居
る
の
は
頼
も
し
い
。
夢
か
も
知
れ
な
い
が
、
将
来
の
民
族
学
が
一
般
に
一
国
民

俗
学
の
方
法
を
採
っ
て
、
隅
々
の
埋
も
れ
た
る
真
実
を
、
少
し
の
疑
い
の
な
い
も
の
に
す
る
時
が
や
が
て
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
実
は
私
た
ち
は
予
期
し
て
居
る
。（「
鼠
の
浄
土
」）�

（『
定
本
柳
田
國
男
集
第
一
巻
』
一
三
二
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
一
国
民
俗
学
か
ら
比
較
民
俗
学
も
し
く
は
民
族
学
へ
の
発
展
を
期
待
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
一
国
民
俗
学
は
閉
じ

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
世
界
民
俗
学
へ
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
か
ら
八
〇
年
立
っ
た
現
在
、
内
省

の
学
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
意
味
を
持
つ
も
の
の
戦
略
と
し
て
一
国
民
俗
学
に
固
執
す
る
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
比
較

の
異
同
を
出
発
点
に
す
べ
き
で
、
ア
ジ
ア
の
比
較
仏
教
研
究
も
同
様
で
あ
る
。

五　

固
有
信
仰
と
民
俗
の
普
遍
性

　

藤
井
氏
の
「
比
較
民
俗
学
は
柳
田
民
俗
学
の
枠
組
み
の
改
変
で
あ
る
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
を
引
い
た
が
、
こ
れ
に
は
も
う
一
つ
の

意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
柳
田
民
俗
学
の
成
立
要
件
と
言
わ
れ
た
「
固
有
信
仰
」
の
問
題
で
あ
る
。「
固
有
信
仰
」
の
語
は
「
一
国
民
俗
学
」
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や
「
世
界
民
俗
学
」
の
語
に
比
し
て
、
初
期
か
ら
晩
期
ま
で
の
柳
田
の
著
で
使
わ
れ
て
い
た
。

初
期
の
著
作
に
固
有
信
仰
と
さ
れ
た
事
例
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
よ
う
。

　

神
憑
き
・
巫
女
（「
妹
の
力
」
昭
和
二
年
）

　

神
子
降
誕
の
思
想
（「
雷
神
信
仰
の
変
遷
」
昭
和
二
年
）

　

猿
神
（「
稗
田
阿
礼
」
昭
和
二
年
）
以
上
『
妹
の
力
』（
昭
和
一
五
年
刊
）

　

鹿
塚
（「
鹿
の
家
」
昭
和
二
年
『
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
』
昭
和
九
年
刊
）

　

柳
田
は
こ
れ
ら
を
「
我
々
民
族
の
固
有
信
仰
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
根
差
し
た
信
仰
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
原
始
信
仰
と
も
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
世
界
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
て
日
本
固
有
の
信
仰
と
は
言
え
な
い
と
思
え
る
。

　

し
か
し
こ
れ
が
別
の
意
味
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、
柳
田
が
昭
和
十
年
の
日
本
民
俗
学
を
樹
立
し
て
か
ら
で
、
特
に
『
日
本
の

祭
り
』（
昭
和
十
六
年
）・『
神
道
と
民
俗
学
』（
昭
和
十
八
年
）・『
先
祖
の
話
』（
昭
和
二
十
一
年
）
の
柳
田
神
学
な
ど
と
い
わ
れ
た
一

連
の
著
作
の
中
で
多
用
さ
れ
る
。
特
に
『
先
祖
の
話
』
で
は
盆
行
事
や
先
祖
崇
拝
を
例
に
仏
教
に
対
す
る
形
で
語
ら
れ
る
。『
日
本
の

祭
り
』
で
は
神
幸
な
ど
華
美
に
な
っ
た
祭
り
以
前
の
形
を
「
固
有
信
仰
の
変
遷
」
の
例
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
信
仰
形
態
と
さ
れ
る
岩

や
樹
木
を
ミ
テ
グ
ラ
と
す
る
こ
と
や
、
ミ
ア
レ
・
託
宣
を
固
有
信
仰
し
て
い
る
。
昭
和
十
八
年
の
『
神
道
と
民
俗
学
』
で
は
時
局
を
反

映
し
て
海
の
神
山
の
神
を
「
大
御
国
の
固
有
信
仰
」「
仏
法
以
前
の
固
有
信
仰
が
活
き
て
い
る
」
と
力
説
す
る
。
戦
後
「
新
国
学
談
」

の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
祭
日
考
』（
昭
和
二
十
一
年
）『
山
宮
考
』（
昭
和
二
十
二
年
）
や
そ
れ
に
続
く
『
神
樹
篇
』（
昭
和

二
十
八
年
）
で
は
山
・
岩
・
樹
木
・
年
中
行
事
の
供
物
の
草
木
な
ど
に
固
有
信
仰
を
み
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
い
く
と
柳
田
の
固
有
信

仰
と
は
ア
ニ
ミ
ス
チ
ッ
ク
な
原
始
信
仰
や
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
固
有
信
仰
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
初
期
の
著
作
で
は
そ
う
で

あ
っ
た
が
、
固
有
と
は
「
そ
こ
に
あ
る
」「
も
と
か
ら
そ
こ
に
あ
る
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
「
そ
こ
に
し
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か
な
い
」「
そ
の
と
こ
ろ
の
み
の
」「
我
國
固
有
の
」
も
し
く
は
「
我
々
民
族
固
有
」
と
な
っ
た
の
は
、
日
本
民
俗
学
樹
立
時
に
打
ち
出

し
た
「
一
国
民
俗
学
」
と
そ
の
後
の
時
局
に
与
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
の
柳
田
批
判
の
中
で
柄
谷
行
人
は
『
柳
田
国
男
論
』
で
「
固
有
信
仰
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
肯
定
的
に
述

べ
て
い
る）
（（
（

。

　

柳
田
が
「
日
本
民
俗
学
」
と
し
て
「
固
有
信
仰
」
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
（
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
）
を
解

明
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
け
し
て
日
本
独
自
の
も
の
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。「
世
界
人
」
た
ら
ん
と
し
た
柳
田
は

そ
れ
を
日
本
の
「
歴
史
」
の
解
明
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
思
想
は
実
質
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
島
国
の
幻
影
の
な

か
で
「
世
界
思
想
」
を
語
る
者
た
ち
に
比
べ
て
、
根
本
的
に
開
か
れ
て
お
り
、
醒
め
き
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

柳
田
の
固
有
信
仰
の
解
明
は
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス
（
人
類
史
）
に
つ
な
が
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
思
想
は
真
の
「
世
界
思
想
」
を
語
る

べ
く
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
論
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
固
有
信
仰
を
具
体
的
に
挙
げ
て
き
た
が
、そ
れ
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
・

祖
先
崇
拝
と
い
っ
た
原
始
信
仰
と
い
わ
れ
る
も
の
に
共
通
す
る
も
の
で）
（1
（

、
人
類
に
と
っ
て
普
遍
的
に
持
っ
て
い
た
信
仰
も
し
く
は
心
理

と
言
っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
を
越
え
て
と
い
う
よ
り
は
、
人
類
史
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
の
中
で
現
れ
、
獲
得
し
た
能
力

と
も
い
え
る
。
ま
た
そ
れ
は
現
在
の
私
達
に
も
無
意
識
の
文
化
と
し
て
保
持
し
続
け
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
柳
田
は
そ
こ
に
竿
差

し
た
と
い
う
の
が
柄
谷
の
論
で
あ
ろ
う
。

　

固
有
信
仰
は
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
と
し
て
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
固
有
信
仰
を
そ
こ
に
あ
る
、
も
し
く
は
そ
こ

に
現
象
と
し
て
表
わ
れ
る
信
仰
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
そ
れ
は
は
人
類
共
通
の
原
始
信
仰
に
通
底
し
て
い
る
。
通
底
と
い
う
言
葉
は
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二
十
世
紀
の
初
期
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
が
無
意
識
の
文
化
に
日
を
当
て
た
時
の
用
語
で
あ
る
が
、「
基
底
に
あ
る
」
と
か
「
俱
通
し

て
い
る
」と
い
う
表
現
と
同
じ
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
よ
う
人
類
に
共
通
す
る
原
初
的
な
信
仰
形
態
と
し
て「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」「
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」

「
祖
先
崇
拝
」「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
物
神
崇
拝
）」
等
が
挙
げ
ら
れ
る）
（1
（

。
そ
れ
が
必
ず
し
も
原
始
的
・
原
初
的
な
も
の
で
は
な
く
無
意

識
の
文
化
と
し
て
現
在
に
も
つ
づ
い
て
い
る
と
す
る
と
、
民
俗）
（1
（

に
現
れ
る
信
仰
は
普
遍
性
を
持
つ
も
の
と
言
え
る
。
も
し
く
は
人
類
史

の
中
で
永
く
保
た
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
仏
像
の
変
遷
か
ら
仏
教
文
化
を
論
じ
て
い
る
彌
永
信
美
は
そ
れ
を
「
構
造
」
と
い
っ
て
い

る）
（1
（

。

　

弥
勒
信
仰
を
例
に
仏
教
文
化
の
変
遷
を
見
て
来
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
あ
る
仏
教
の
実
態
は
ロ
ー
カ
ル
で
あ
る
と

と
も
に
、
古
代
宗
教
や
民
族
宗
教
・
民
間
信
仰
と
習
合
し
、
普
遍
性
を
持
つ
信
仰
構
造
を
包
含
し
て
変
貌
し
続
け
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
調
査
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
仏
教
民
俗
は
可
能
に
な
る
。
宮
田
氏
の
「
仏
教
は
永
い
歴
史

的
経
過
を
経
て
作
ら
れ
て
い
る
民
俗
文
化
の
体
系
で
あ
る
。」
と
の
言
説
は
「
現
象
と
し
て
の
仏
教
は
永
い
歴
史
的
経
過
を
経
て
作
ら

れ
て
い
る
基
底
に
あ
る
民
俗
文
化
の
体
系
を
包
含
す
る
。」
と
す
る
と
首
肯
で
き
よ
う
。

注（１
）
雑
誌
『
仏
教
民
俗
』
高
野
山
大
学
歴
史
研
究
会
、
一
九
五
二
年
三
月
。

　
　

 

雑
誌
『
仏
教
と
民
俗
』
一
九
五
七
年
十
月
創
刊
（
一
九
五
六
年
六
月
、
大
正
大
学
仏
教
民
俗
学
会
発
足
）

（
２
）
こ
の
講
演
で
は
坂
本
要
・
西
海
賢
二
が
「
柳
田
国
男
仏
教
民
俗
関
係
論
文
目
録
」
を
参
考
資
料
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

（
３
）
宮
田
登
の
弥
勒
信
仰
関
係
の
論
文
・
著
作
は
年
代
順
に
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 

一
九
七
〇
年
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
―
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
メ
シ
ア
観
―
』
未
来
社
。

　
　

 

一
九
七
五
年
『
新
訂　

ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』
未
来
社
。

　
　

 

一
九
八
〇
年
『
新
し
い
世
界
へ
の
祈
り　

弥
勒　

日
本
人
の
信
仰
』
佼
成
会
出
版
社
。
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一
九
八
四
年
『
民
衆
宗
教
史
叢
書　

弥
勒
信
仰
』
編
著　

雄
山
閣
。

　
　

 

一
九
九
五
年
十
月
「
民
間
信
仰
に
お
け
る
弥
勒
」『
し
に
か
』V

ol�6-N
o10

大
修
館
書
店
。

（
４
）
民
衆
宗
教
史
叢
書
『
弥
勒
信
仰
』
第
三
章　

比
較
宗
教
論　

所
載
の
論
文
。

　
　

 
松
本
文
三
郎
「
将
来
仏
と
し
て
の
弥
勒
信
仰
の
起
源
」『
弥
勒
浄
土
論
』
丙
午
出
版
、
一
九
一
一
年
。

　
　

 
鈴
木
中
生
「
イ
ラ
ン
的
信
仰
と
仏
教
と
の
出
会
い
」『
至
福
千
年
運
動
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
。

　
　

 

鈴
木
中
生
「
元
・
明
革
命
と
白
蓮
教
」『
中
国
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
。

　
　

 

三
品
彰
英
「
花
郎
制
度
の
本
質
と
そ
の
機
能
」『
史
学
雑
誌
』
四
五
の
一
〇
号
、
史
学
会　

一
九
三
六
年
。

（
５
）
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
等
の
古
代
宗
教
に
関
し
て
の
最
近
説
は
、
青
木
健
『
新
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
史
』
刀
水
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
に
詳
し
い
。

（
６
）
渡
辺
照
宏
『
愛
と
平
和
の
象
徴　

弥
勒
経
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
、
に
詳
し
い
。

（
７
）
立
川
武
蔵
『
弥
勒
の
来
た
道
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

（
８
）
宮
治
昭
『
涅
槃
と
弥
勒
の
図
像
学
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
。

（
９�

）
一
九
八
二
年
の
遠
野
で
開
か
れ
た
日
本
民
俗
学
会
年
会
で
藤
井
正
雄
が
仏
教
民
俗
に
関
す
る
質
問
を
五
来
重
に
投
げ
か
け
た
が
、五
来
は
答
え

ず
に
「
仏
教
民
俗
は
す
で
に
捨
て
た
学
問
分
野
だ
か
ら
」
の
言
を
残
し
て
去
っ
た
。（
藤
井
正
雄
「
仏
教
民
俗
と
五
来
重
先
生
」『
五
来
重
著
作

第
一
巻　

月
報
１
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
十
月
）

（
10
）
藤
井
正
雄
「
葬
送
儀
礼
」「
回
向
儀
礼
」『
日
本
人
の
仏
教
10　

仏
教
の
儀
礼
』
東
京
書
籍
、
一
九
八
三
年
。

（
11�

）
柄
谷
行
人
一
九
七
四
年
「
柳
田
国
男
試
論
」『
月
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
（
引
用
は
『
柳
田
国
男
論
』（
株
式
会
社

イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
二
〇
一
三
年
・
二
六
〇
～
二
六
一
頁
）

（
12�

）
川
田
稔
は
一
九
九
二
年
『
柳
田
国
男
―
「
固
有
信
仰
」
の
世
界
―
』（
未
来
社
）
の
中
で
柳
田
の
「
固
有
信
仰
」
の
体
系
を
論
じ
て
い
る
が
、

各
所
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
や
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
の
『
未
開
社
会
の
思
惟
』
を
引
き
合
い
に
そ
の
原
始
信
仰
研
究

と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
13�

）
通
底
―
―
ブ
ル
ト
ン
『
通
底
器
』（
一
九
三
二
年
）
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
夢
・
自
動
筆
記
な
ど
が
無
意
識
領
域
と
通
じ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。

　
　

 

俱
通
性
―
―
柳
田
国
男
「
海
神
宮
考
―
類
似
と
差
異
―
」
→
『
海
上
の
道
』（
一
九
六
一
年
）（『
定
本
柳
田
國
男
集
第
一
巻
』
三
七
頁
）

（
14
）
月
本
昭
夫
編
「
宗
教
の
起
源
」（『
宗
教
の
誕
生
』
山
川
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

（
15�

）
民
俗
・
民
俗
文
化
の
規
定
・
定
義
つ
い
て
は
別
稿　

坂
本
要
二
〇
〇
九
年
「
メ
デ
ィ
ア
と
民
俗
」『
筑
波
学
院
大
学
紀
要
』
四
号　

筑
波
学
院
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大
学
参
照

（
16�

）
彌
永
信
美
は
そ
の
著
『
大
黒
天
変
相　

仏
教
神
話
学
Ⅰ
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
）
の
第
一
部
「
方
法
論
的
序
説
―
―
神
話
的
思
考
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
」
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
四
四
～
五
三
頁
）

　
　

 
１
、
神
話
的
思
考
と
は
止
ま
る
こ
と
な
く
変
形
し
続
け
る
一
種
の
流
動
体
的
構
造
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 
２
、�一
般
に
神
話
的
思
考
の
構
造
は
特
定
で
き
る
主
体
を
も
た
な
い
。
個
々
の
主
体
の
レ
ベ
ル
で
は
、
神
話
的
思
考
は
「
無
意
識
の
思
考
」
で

あ
る
。

　
　

 

３
、�

神
話
的
表
象
構
造
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
構
造
と
同
様
、
要
素
間
の
各
種
対
立
や
関
連
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
形

態
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
構
造
の
同
一
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
）
そ
の
も
の
は
巨
大
な
時
間
的
・
空
間

的
距
離
を
経
て
も
一
貫
性
を
保
ち
続
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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