
一
　
仏
教
民
俗
学
と
は
何
か

　

本
日
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
「
仏
教
民
俗
学
」
と
は
一
体
ど
ん
な
学
問
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し

て
お
き
ま
す
。
仏
教
民
俗
学
の
提
唱
者
は
、
大
谷
大
学
教
授
で
あ
っ
た
五
来
重
氏
で
し
た
。
仏
教
が
わ
が
国
へ
伝
来
し
た
後
、
国
民
の
中

に
広
く
浸
透
す
る
過
程
で
、
神
仏
習
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
在
来
の
日
本
文
化
と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
続
け

て
い
る
と
見
な
し
た
五
来
氏
は
、
日
本
文
化
と
習
合
し
た
仏
教
を
「
仏
教
民
俗
」
と
位
置
付
け
て
研
究
す
る
こ
と
を
提
唱
し
ま
し
た
。
こ

の
研
究
視
点
が
仏
教
民
俗
学
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
民
俗
学
は
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
学
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
学
や
民
俗
学
に
限

ら
ず
、
歴
史
学・

神
道
学・

宗
教
学・

社
会
学
な
ど
、
仏
教
民
俗
に
関
心
を
持
つ
多
く
の
学
問
が
関
わ
り
合
う
学
際
的
研
究
分
野
が
仏
教

民
俗
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

仏
教
民
俗
は
在
来
の
日
本
文
化
と
習
合
し
た
姿
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
仏
教
民
俗
を
研
究
す
る
こ
と
は
習
合
化
過
程
を
研
究
す

る
こ
と
に
な
り
、
民
間
仏
教
史
の
解
明
に
役
立
ち
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
人
が
仏
教
を
受
容
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
仏
教
を
受
け
止
め
、
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ど
の
よ
う
に
仏
教
を
変
容
さ
せ
た
の
か
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
仏
教
民
俗
学
は
日
本
人
の
価
値
観
を
知
る
こ
と
と
な
り
、

国
民
性
研
究
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
目
論
見
を
持
っ
て
五
来
重
氏
は
仏
教
民
俗
学
を
構
想
し
ま
し
た
。
そ
の
研
究
に
触
発
さ
れ
、
昭
和
三
一
年
に
大
正
大
学
に
仏

教
民
俗
学
会
が
結
成
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
、
駒
澤
大
学
の
桜
井
徳
太
郎
氏
や
大
正
大
学
の
藤
井
正
雄
氏
た
ち
に
よ
っ
て
仏
教
民
俗
学

は
お
お
き
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
仏
教
民
俗
学
大
系
』
全
八
巻
（
名
著
出
版
）
は
、
そ
の
研
究
成
果
の
ひ
と
つ
で
す
。

二
　
藤
井
正
雄
氏
の
仏
教
民
俗
学
論

　
『
仏
教
民
俗
学
大
系
』
の
編
集
委
員
を
務
め
た
藤
井
正
雄
氏
が
仏
教
民
俗
学
の
内
容
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
論
じ
て
い
ま
す
の
で
、
こ

こ
で
は
藤
井
氏
の
仏
教
民
俗
学
論
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　

藤
井
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
は
、
イ
ン
ド・

中
国
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
日
本

へ
伝
来
し
た
時
に
は
す
で
に
イ
ン
ド
文
化・

中
国
文
化・

朝
鮮
文
化
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
諸
文
化
習
合
の
姿
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
諸
文
化
習
合
と
し
て
の
仏
教
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
日
本
文
化
と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
生
活
の
中
に
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
外
来
文
化
と
し
て
の
仏
教
は
、
日
本
文
化
と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
定
着
化
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
変
容
し
、
定
着
化
し
た
仏
教
が
仏
教
民
俗
で
あ
り
、
仏
教
民
俗
学
の
研
究
対
象
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
藤
井
氏
は
、
外
来
文
化
で
あ
っ
た
仏
教
が
日
本
文
化
の
中
に
定
着
し
て
日
本
仏
教
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
ふ
た
つ
の
方
向
性
が

あ
っ
た
と
み
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
「
仏
教
の
民
俗
化
」
で
す
。
こ
れ
は
国
民
側
が
自
分
た
ち
の
生
活
の
中
に
仏
教
の
要
素
を
取
り

込
む
方
向
性
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
仏
教
と
国
民
と
を
取
り
結
ん
だ
伝
道
者
と
し
て
、
山
伏
や
巫
女
な
ど
の
民
間
宗
教
者
の
存
在
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が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
、
仏
教
要
素
は
元
の
意
味
を
失
う
か
、
あ
る
い
は
変
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
が
「
民
俗
の
仏
教
化
」
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
が
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
中
で
、
寺
院
（
住

職
）
側
が
土
着
の
民
俗
（
多
く
の
場
合
は
民
間
信
仰
）
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
仏
教
教
義
を
用
い
て
そ
れ
に
何
ら
か
の
意
味

付
け
を
与
え
て
仏
教
行
事
化
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
重
要
な
点
は
、
地
域
社
会
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
在
来
の
民
俗
（
民
間
信
仰
）
を

俗
信
な
ど
と
し
て
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
を
尊
重
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
藤
井
氏
は
仏
教
用
語

を
使
っ
て
「
和
会
通
釈
＝
会
通
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
会
通
を
『
広
辞
苑
』
で
引
い
て
み
る
と
、「
一
見
矛
盾
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
説

を
合
わ
せ
て
互
い
に
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
。
調
和
的
解
釈
を
施
す
こ
と
」
と
あ
り
、
原
理
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
受
け
入
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
相
手
の
幸
福
を
第
一
に
考
え
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
積
極
的
に
評
価
で
き
る
考
え
方

で
す
。

　

藤
井
氏
は
こ
う
し
た
ふ
た
つ
の
方
向
性
、
つ
ま
り
「
仏
教
の
民
俗
化
」
と
「
民
俗
の
仏
教
化
」
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
姿
が

日
本
仏
教
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
日
本
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ン
ド・

中
国・

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
見

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
仏
教
民
俗
学
は
将
来
的
に
比
較
仏
教
民
俗
学
な
い
し
は
国
際
仏
教
民
俗
学
へ
と
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
壮
大
な
構
想
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
藤
井
氏
の
構
想
は
と
て
も
魅
力
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
日
は
日
本
国
内
の
仏
教
民
俗

学
に
限
定
し
て
話
を
進
め
ま
す
。
そ
こ
で
、「
民
俗
の
仏
教
化
」
の
事
例
と
し
て
「
ホ
ト
ケ
」
と
い
う
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
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う
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三
　
ホ
ト
ケ
と
は
何
か

―
民
俗
の
仏
教
化
の
事
例
と
し
て

　

ホ
ト
ケ
と
は
、
漢
字
の
「
仏
」
の
読
み
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
の
仏
はfo

あ
る
い
はfu

な
ど
の
音
を
有
す
る
文
字
で
、

意
味
と
し
て
は
「
ほ
の
か
、
さ
か
ら
う
、
ね
じ
る
、
大
き
い
」
な
ど
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
意
味
を
持
つ
漢
字
が
、
ど
う
し
て
悟

り
を
得
た
人
で
あ
る
覚
者
と
か
、
そ
の
具
体
的
な
人
物
で
あ
る
釈
迦
如
来・

阿
弥
陀
如
来・

薬
師
如
来
な
ど
を
指
し
示
し
た
り
、
あ
る
い

は
そ
の
姿
を
表
し
た
仏
像
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
理
由
は
、
漢
字
を
用
い
て
梵
語
を
音
訳
（
音
写
）
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
悟
り
を
得
た
覚
者
を
意
味
す
る
梵
語
で
あ
るBuddha

を
漢
字
で
音
訳
し
た
の
が
仏
陀
（fotuo

）
で
す
。
ち
な
み
に
陀
の
意
味
は
「
斜
め
に
な
っ
て
い
る
、
崩
れ
落
ち
る
」
で
あ
り
、
覚
者
と
は

無
関
係
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
梵
語
のBuddha

が
仏
陀
と
音
訳
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
略
語
で
あ
る
「
仏
」
が
元
来
の
意
味
を
離
れ
て
「
悟
り
」
を
得
た

人
だ
と
か
、
釈
迦
や
阿
弥
陀
、
あ
る
い
は
崇
拝
対
象
と
し
て
の
仏
像
な
ど
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
な
ぜ
「
仏
」
を
「
ホ
ト
ケ
」
と
読
む
の
か
。
中
国
語
の
漢
字
の
「
仏
」
の
読
み
に
は
、
元
々
「
ホ
ト

ケ
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
説
と
し
て
、
ブ
ッ
ダ
が
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
フ
ト
」
に
転
訛
し
、
こ
れ
を
音
訳
し
た
「
浮

図
」（futu

）
に
、
流
派・

学
派
な
ど
の
意
味
を
持
つ
「
家
」
が
加
わ
っ
て
浮
図
家
と
な
っ
た
。「
家
」
の
呉
音
が
「
ケ
」
で
あ
る
か
ら
、

読
み
と
し
て
「
ホ
ト
ケ
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
説
に
従
え
ば
「
ホ
ト
ケ
」
の
源
流
はBuddha

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

が
、
民
俗
学
者
柳
田
國
男
は
、
こ
の
説
に
異
論
を
唱
え
て
い
ま
す
。
そ
の
論
拠
は
、
日
本
で
使
わ
れ
て
い
る
「
ホ
ト
ケ
」
と
い
う
言
葉
は
、

Buddha

に
は
な
い
死
者
あ
る
い
は
先
祖
の
意
味
を
強
く
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
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例
え
ば
、
日
本
の
多
く
の
家
庭
で
は
仏
壇
が
あ
り
、
そ
こ
に
仏
像
や
仏
画
と
い
っ
た
本
尊
が
祀
ら
れ
る
と
と
も
に
、
先
祖
の
位
牌
も
安

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
信
仰
心
の
篤
い
人
で
あ
れ
ば
、
家
族
の
誰
か
が
旅
行
に
出
掛
け
る
時
、
そ
の
期
間
中
の
安
全
を
「
ホ
ト
ケ
様
に
お
願

い
す
る
」
と
し
て
仏
壇
を
拝
み
ま
す
。
こ
の
場
合
、
祈
願
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
仏
壇
に
祭
ら
れ
て
い
る
御
本
尊
で
は
な
く
、
先
祖

（
位
牌
）
に
対
し
て
の
場
合
が
多
い
の
で
す
。
ま
た
、
子
供
の
成
長
を
「
ホ
ト
ケ
様
が
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
」
と
い
う
人
も
多
い
の
で
す

が
、
こ
の
場
合
の
「
ホ
ト
ケ
様
」
も
先
祖
の
霊
を
指
し
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
節
句
や
家
族
の
誕
生
日
な
ど
、
何
か
祝
い
事
が
あ
っ
て

御
馳
走
を
作
っ
た
時
、
ま
ず
最
初
に
「
ホ
ト
ケ
様
に
お
供
え
す
る
」
と
答
え
る
家
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
ホ
ト
ケ
様
」
も
ご

先
祖
様
で
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
知
人
な
ど
が
死
亡
し
た
時
、「
あ
の
人
も
、
と
う
と
う
ホ
ト
ケ
に
な
っ
た
」
と
言
っ
た
り
、「
ホ
ト
ケ
の

悪
口
を
言
う
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
言
い
方
は
現
在
で
も
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
ホ
ト
ケ
」
も
覚
者
を
指
す
の
で
は
な
く
、

明
ら
か
に
死
者
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
わ
が
国
の
民
間
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
「
ホ
ト
ケ
」
と
い
う
言
葉
は
、
覚
者
で
は
な
く
て
先
祖
や
死
者
を
意
味
す
る
言

葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
「
ホ
ト
ケ
」
がBuddha

に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
て
、
元
々
日
本
語
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
は
な
い
の
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
柳
田
に
よ
れ
ば
、「
本
来
ホ
ト
キ
と
い
う
器
物
に
食
餞
を
入
れ
て
祭
る

霊
と
い
う
こ
と
で
中
世
民
間
の
盆
の
行
事
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

柳
田
の
い
う
「
ホ
ト
キ
と
い
う
器
物
」
と
は
、「
缶・

瓮
」
と
書
く
、
胴
が
太
く
て
口
が
小
さ
い
作
り
の
素
焼
き
の
土
器
の
容
器
の
こ
と

で
す
。
こ
の
ホ
ト
キ
に
供
物
を
入
れ
て
死
者・

先
祖
を
祭
っ
て
い
た
た
め
に
、
死
者・

先
祖
を
も
ま
た
ホ
ト
キ
（
ホ
ト
ケ
）
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
、
ホ
ト
ケ
の
語
源
はBuddha

で
は
な
く
、
日
本
語
に
由
来
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
仏
教
が
死
者
祭
祀
と
結
び
つ
く
よ

う
に
な
っ
た
結
果
、
日
本
語
で
あ
る
ホ
ト
キ
（
ホ
ト
ケ
）
が
仏
教
語
と
な
り
、
仏
像
や
覚
者
を
も
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
「
民
俗
の
仏
教
化
」
の
事
例
で
す
。

　

ホ
ト
ケ
が
わ
が
国
に
元
々
か
ら
存
在
す
る
民
俗
語
彙
で
あ
る
こ
と
は
、
卒
塔
婆
を
ホ
ト
ケ
と
呼
ぶ
地
域
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
、
と
柳
田
は
言
っ
て
い
ま
す
。
卒
塔
婆
と
い
う
の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のstupa

の
音
写
で
す
。
そ
のstupa

は
、
釈
迦
の
遺

骨・

遺
髪・
遺
品
な
ど
を
埋
め
た
盛
り
土
の
上
に
築
か
れ
た
塔
の
こ
と
で
、
死
者
の
追
善
の
た
め
、
細
長
い
木
の
板
に
梵
字・

経
文・

戒

名
な
ど
を
墨
書
し
て
墓
の
脇
に
立
て
る
板
塔
婆
の
こ
と
も
卒
塔
婆
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

民
間
で
ホ
ト
ケ
と
呼
ば
れ
て
い
る
卒
塔
婆
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
福
島
県
の
会
津・

喜
多
方
地
方
で
は
、
山
で
切
り
倒
し
た
生
木
の
片

面
を
削
っ
て
そ
こ
に
戒
名
を
書
い
た
も
の
を
ホ
ト
ケ
棒
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
他
、
卒
塔
婆
を
寺
に
貰
い
に
行
く
こ
と
を
「
ホ
ト
ケ
迎

え
」
と
言
っ
て
い
る
地
域
も
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
卒
塔
婆
を
ホ
ト
ケ
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
の
名
残
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

岩
手
県
内
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
マ
イ
リ
ノ
ホ
ト
ケ
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
黒
本
尊
と
か
黒
ボ
ト
ケ
と
呼
ば
れ
て
い
る
木
像
も
仏・

菩

薩
を
意
味
す
る
「
仏
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
マ
イ
リ
ノ
ホ
ト
ケ
」
と
い
う
の
は
毎
年
十
月
、
本
家
の
先
代
の
命
日
に
当
た
る
日
に
同
族
の

者
た
ち
が
本
家
に
集
ま
っ
て
会
食
す
る
行
事
の
こ
と
で
す
。
そ
の
折
、
昔
、
葬
式
の
時
死
者
に
引
導
を
渡
す
際
に
用
い
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
の
が
黒
ボ
ト
ケ
な
の
で
す
。

　

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
東
北
地
域
に
養
蚕
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
オ
シ
ラ
サ
マ
の
御
神
体
を
オ
シ
ラ
ボ
ト
ケ
と
呼
ん
で
い
る
の

で
す
が
、
こ
れ
も
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
長
さ
の
桑
の
木
や
竹
の
先
端
に
人
や
馬
の
顔
を
刻
ん
だ
も
の
で
、
決
し
て
仏・

菩
薩
を
意
味
す
る

仏
で
は
な
い
の
で
す
。

　

要
す
る
に
、
民
俗
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
ホ
ト
ケ
」
と
呼
ば
れ
る
卒
塔
婆
や
木
像
な
ど
は
、
神
霊
や
霊
魂
が
依
り
憑
く
一
種
の
依

り
代
と
柳
田
は
考
え
た
の
で
す
。
柳
田
に
よ
れ
ば
、「
死
者
を
祭
る
た
め
に
は
、
我
が
邦
で
は
此
通
り
木
を
依
座
に
し
て
立
て
る
の
が
本
来
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の
信
仰
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
供
物
を
盛
っ
た
ホ
ト
キ
と
呼
ば
れ
る
器
物
を
供
え
た
こ
と
か
ら
依
座
と
し
て
の
木
も
こ
の
名
称
で

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
す
る
の
で
す
。
こ
の
柳
田
説
に
基
づ
い
て
ホ
ト
ケ
の
展
開
を
図
式
化
す
れ
ば
、
瓮
→
依
り
代
と
し
て
の
木

→
卒
塔
婆・
先
祖
や
死
者
の
霊
→
仏
像
→
覚
者・

釈
迦
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
柳
田
説
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
て
い
る
の
が
、
大
正
大
学
教
授
で
あ
っ
た
中
村
康
隆
氏
で
す
。
中
村
氏
は
、
祭
具
（
瓮
）
の
名
称

が
祭
祀
対
象
（
先
祖
）
の
名
称
に
転
じ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
祭
祀
対
象
と
な
っ
て
い
た
卒
塔
婆
こ
そ
が
ホ
ト
ケ
の
語
源

で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
福
島
県
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
木
を
削
っ
て
作
っ
た
ホ
ト
ケ
棒
こ
そ
が
凹
木
（
ホ
ト
キ
ギ
）
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
器
物
と
し
て
の
瓮
や
先
祖
や
死
者
の
霊
、
さ
ら
に
は
仏
像・

覚
者・

釈
迦
な
ど
に
転
用
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
わ
け

で
す
。

　

柳
田
説
に
し
ろ
、
中
村
説
に
し
ろ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ホ
ト
ケ
の
源
流
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のBuddha

で
は
な
く
て
、
わ
が
国
の

民
俗
語
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
ホ
ト
ケ
と
い
う
民
俗
語
彙
が
仏
教
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
民
俗
の
仏
教
化
を
示
し

て
い
る
の
で
す
。

四
　
柳
田
國
男
と
仏
教

　

今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
見
仏
教
的
要
素
と
見
え
る
も
の
も
、
そ
の
根
源
に
は
日
本
の
民
俗
（
文
化
）
が
あ
る
と
考
え
、
仏
教
的
要

素
を
取
り
去
る
方
向
性
を
示
し
た
た
め
に
、
柳
田
は
仏
教
嫌
い
な
人
物
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
柳
田
本
人
が
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
最
近
の
私
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
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な
ぜ
柳
田
は
仏
教
的
要
素
を
日
本
文
化
か
ら
取
り
除
こ
う
と
し
た
の
か
。
実
は
、
こ
こ
に
は
大
き
な
誤
解
が
あ
り
、
柳
田
が
取
り
除
こ

う
と
し
た
の
は
仏
教
だ
け
で
は
な
く
、
儒
教
や
道
教
そ
し
て
国
家
神
道
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
要
素
を
取
り
除
こ
う
と

し
た
の
は
、
本
来
の
神
道
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
「
本
来
の
神
道
の
姿
」
と
い
う
の
が
問
題
で
、
通
常
日
本
に

し
か
な
い
日
本
独
自
の
文
化
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
柳
田
の
求
め
た
神
道
と
い
う
の
は
、
釈
迦
や
孔
子
な

ど
と
い
っ
た
特
定
の
人
物
や
知
識
人
た
ち
の
思
想
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
宗
教
で
は
な
く
て
、
人
々
の
生
活
の
中
か
ら
自
然
に
生
み
出
さ
れ

た
自
然
宗
教
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
自
然
宗
教
で
あ
る
神
道
に
は
多
く
の
国
民
の
思
想
や
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
知
り
た
い
が
た
め
に
、
柳
田
は
自
然
宗
教
と
し
て
の
神
道
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
仏
教
が
嫌
い
だ
か
ら
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
柳
田
が
研
究
対
象
と
し
た
神
道
は
日
本
独
自
の
宗
教
で
は
な
く
、
人
類
に
共
有
さ
れ
た
宗
教
と
い
う

意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
藤
井
正
雄
氏
が
目
指
す
比
較
仏
教
民
俗
学
と
同
じ
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
到
っ
て
お
り
、
多
く
の
誤
解
を
生
ん
で
い
ま
す
。「
柳
田
国
男

―
日
本
型
仏
教
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
扼
殺
者
」
と
い
う
恐
ろ
し
く
な
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
論
文
を
書
い
た
山
折
哲
雄
氏
を
始
め
と
し
て
、「
古
学
派
の
イ
ニ

シ
エ
ブ
リ
に
帰
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
日
本
民
俗
学
の
使
命
を
み
て
い
る
柳
田
氏
に
と
っ
て
、
日
本
人
の
宗
教
民
俗
に
は
い
り
こ
ん
だ
仏
教

は
、
じ
つ
に
ま
が
ま
が
し
き
宗
教
で
あ
る
」
と
断
じ
た
高
取
正
男
氏
な
ど
、
柳
田
が
仏
教
を
毛
嫌
い
し
て
い
た
と
す
る
論
調
で
あ
り
、
そ

の
伝
統
は
現
在
ま
で
も
続
い
て
い
て
、
日
本
を
代
表
す
る
民
俗
学
者
と
し
て
有
名
な
福
田
ア
ジ
オ
氏
で
す
ら
近
著
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な

発
言
を
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
成
城
大
学
に
あ
る
柳
田
文
庫
に
は
二
百
五
十
冊
近
い
仏
教
関
係
書
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
昭
和
十
七
年
発
行
『
妙

法
蓮
華
経
並
開
結

―
訓
譯
』
ば
か
り
で
な
く
、
日
蓮
聖
人
の
御
書
を
扱
っ
た
大
正
四
年
発
行
『
種
々
御
振
舞
御
書
略
注
』
も
含
ま
れ
て
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送
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い
ま
す
。
仏
教
嫌
い
な
者
が
、
こ
れ
だ
け
の
数
量
の
仏
教
書
を
集
め
る
で
し
ょ
う
か
。

　

神
官
を
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
実
父
の
松
岡
操
は
、
排
仏
思
想
の
激
し
か
っ
た
明
治
時
代
の
初
め
に
仏
壇
や
仏
具
を
川
に
流
し
捨
て
、

葬
式
は
仏
式
か
ら
神
葬
祭
に
改
め
て
い
ま
す
が
、
柳
田
が
養
家
の
仏
壇・

仏
具
を
廃
棄
し
た
こ
と
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
仏
教

に
対
し
て
は
肯
定
的
な
面
を
見
せ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
兄
弟
五
人
が
全
員
故
郷
（
兵
庫
県
福
崎
町
）
を
離
れ
て
し
ま
い
、
生
家
で
あ
る

松
岡
家
の
先
祖
を
祭
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
た
め
、
柳
田
が
提
案
し
て
、
地
元
の
寺
院
境
内
に
祭
祀
場
を
設
け
、
供
養
を
依
頼
し
て
い
る

の
で
す
。
も
し
も
柳
田
が
本
当
に
仏
教
嫌
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
仏
教
寺
院
に
そ
う
し
た
祭
祀
場
を
設
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず

で
す
。
柳
田
と
妻
孝
の
夫
婦
墓
の
あ
る
神
奈
川
県
川
崎
市
生
田
の
春
秋
苑
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
が
経
営
す
る
墓
苑
で
、
こ
こ
に

墓
を
求
め
た
も
の
柳
田
自
身
で
し
た
。
さ
ら
に
柳
田
の
葬
式
も
仏
式
で
行
わ
れ
て
い
て
、
仏
弟
子
の
証
で
あ
る
戒
名
も
与
え
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

こ
う
し
た
事
実
か
ら
推
測
し
ま
す
と
、
柳
田
は
熱
心
な
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
か
と
い
っ
て
仏
教
そ
の
も
の

否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
、
先
に
も
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
柳
田
は
思
想
的
に
仏
教
、
中
で
も
『
妙
法
蓮
華

経
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

五
　
法
華
思
想
と
創
造
主
義
民
衆
史
観

　

柳
田
國
男
の
学
問
を
支
え
て
い
る
思
想
の
大
き
な
柱
は
、

　

①
主
題
と
し
て
の
日
本

　

②
問
い
の
学
問

仏
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の
ふ
た
つ
で
す
。

　
「
主
題
と
し
て
の
日
本
」
と
い
う
の
は
、
日
本
全
体
を
研
究
対
象
と
し
て
、
日
本
全
体
の
行
く
末
を
考
え
よ
う
と
す
る
国
憂
の
思
想
で

す
。
こ
こ
は
本
居
宣
長
た
ち
の
近
世
国
学
と
共
通
し
て
い
ま
す
し
、「
我
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
」
と
宣
言
し
た
日
蓮
聖
人
の
思
想
と
も
重
な

り
合
い
ま
す
。
そ
し
て
②
の
「
問
い
の
学
問
」
と
い
う
の
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
の
は
自
分
た
ち
以
外
に
は
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
た
め
の
学
問
で
す
。
自
分
た
ち
の
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
生
活
の
問
題
点
を
自
ら
問
う
こ
と

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
、
そ
の
問
題
点
を
解
決
し
て
、
新
た
な
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
自
分
た

ち
の
生
活
文
化
（
民
俗
）
の
歴
史
を
国
民
自
身
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
柳
田
の
求
め
た
国
民
の
意
識
改
革
を
目
指
す
新
た

な
学
問
、
民
俗
学
な
の
で
す
。

　

国
民
自
身
が
主
体
と
な
っ
て
新
た
な
社
会
を
構
築
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
柳
田
の
思
想
を
、
私
は
創
造
主
義
民
衆
史
観
と
名
付
け
て

い
ま
す
。
こ
の
柳
田
の
創
造
主
義
民
衆
史
観
こ
そ
が
、『
妙
法
蓮
華
経
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　
『
妙
法
蓮
華
経
』
は
諸
経
の
王
と
呼
ば
れ
、
釈
迦
の
教
え
を
説
く
経
典
の
中
で
最
高
の
教
え
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
種
類
の
漢
訳
本
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
わ
が
国
で
広
く
流
布
し
た
の
は
鳩
摩
羅
什
訳
で
す
。
そ
れ
は
二
十
八
品
か
ら
成
り
、
前
半
十
四
品
を
迹
門
、
後
半
十

四
品
を
本
門
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
半
部
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
の
が
第
二
品
「
方
便
品
」
で
、
後
半
部
で
最
も
重
要
と
さ
れ

て
い
る
の
が
第
十
六
品
「
如
来
寿
量
品
」
で
す
。
創
造
主
義
民
衆
史
観
と
深
い
関
係
を
有
す
る
の
が
本
門
最
初
に
位
置
付
け
ら
れ
た
「
従

地
湧
出
品
」
で
す
。

　

迹
門
最
後
の
第
十
四
品
「
安
楽
行
品
」
に
お
い
て
、
仏
（
釈
迦
）
が
法
華
行
者
の
心
掛
け
を
説
き
終
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
『
従
地
湧
出
品
』

は
説
き
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
の
国
土
か
ら
や
っ
て
来
て
い
た
菩
薩
た
ち
が
、
法
華
経
弘
通
の
手
伝
い
を
申
し
出
た
時
、
仏
は
そ
れ
を
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即
座
に
制
し
て
、「
こ
の
国
土
に
お
い
て
法
華
経
を
広
め
る
者
は
、
こ
の
国
土
の
菩
薩
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
告
げ
ま
す
。
そ
の
言
葉
に

応
ず
る
か
の
よ
う
に
大
地
が
裂
け
、
中
か
ら
お
び
た
だ
し
い
数
の
菩
薩
た
ち
が
湧
き
出
て
来
ま
す
。
こ
れ
が
地
湧
の
菩
薩
で
す
。

　

久
保
田
正
文
氏
が
「
従
地
湧
出
品
」
の
精
髄
に
つ
い
て
「
人
間
の
現
実
界
の
問
題
は
人
間
自
身
が
解
決
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
誰
か
が
、

ま
た
、
何
か
が
、
救
っ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
待
っ
て
い
た
の
で
は
、
結
局
は
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す

が
、
こ
こ
が
ま
さ
に
民
衆
の
自
立
精
神
を
促
す
法
華
思
想
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

民
衆
の
自
立
精
神
を
促
す
『
法
華
経
』
の
教
え
を
広
め
る
た
め
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
四
月
二
十
八
日
の
早
朝
、
日
蓮
聖
人
は
生

ま
れ
故
郷
の
清
澄
寺
に
お
い
て
立
宗
宣
言
を
す
る
の
で
す
。
そ
の
後
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、
民
衆
の
能
力
を
信
じ
、
民
衆
自

身
の
自
己
改
革
を
通
じ
た
社
会
改
革
を
目
指
し
ま
す
。

　

柳
田
國
男
の
創
造
主
義
民
衆
史
観
も
ま
た
、
国
学
者
に
見
ら
れ
る
愚
民
思
想
と
は
異
な
り
、
民
衆
の
能
力
を
信
じ
、
民
衆
の
意
識
改
革

を
果
た
し
た
上
で
、
民
衆
自
身
に
よ
る
社
会
改
革
を
目
指
す
未
来
志
向
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
国
学
と
は
異
な
り
ま

す
。
こ
の
創
造
主
義
民
衆
史
観
を
、
柳
田
は
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
の
か
。『
法
華
経
』
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
日
蓮
聖
人
の
御
書
を
通
じ
て
獲
得
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
両
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
巷
間
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
柳
田
が
仏
教
を
憎
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
可
能
性
の
方
が
高

い
の
で
す
。
仏
教
民
俗
学
に
お
け
る
諸
問
題
も
、
こ
の
創
造
主
義
民
衆
史
観
の
立
場
か
ら
研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

六
　
仏
教
民
俗
学
と
葬
送
儀
礼

　

先
に
一
覧
表
で
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
仏
教
民
俗
学
の
研
究
領
域
は
非
常
に
幅
広
く
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
取
り
上
げ
て
説
明
す
る
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こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
す
の
で
、
本
日
は
仏
教
民
俗
学
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
も
あ
る
葬
送
儀
礼
を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

　

葬
送
儀
礼
と
い
う
の
は
、
死
者
（
遺
体・

遺
骨・

遺
霊
）
を
葬
り
、
そ
の
霊
魂
を
弔
う
儀
礼
の
こ
と
で
す
。
前
者
が
葬
儀
、
後
者
が
年

忌
法
要
に
該
当
し
ま
す
。
遺
体
を
葬
る
方
法
と
し
て
は
、
世
界
的
に
見
る
と
土
葬・

火
葬・

風
葬・

水
葬・

鳥
葬
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
中
で
日
本
で
は
鳥
葬
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
文
化
の
中
に
は
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
遺
体
を
保
存
す
る
こ
と
は
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
日
本
人
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
遺
骨
と
遺
霊
で
す
。
遺
骨
と
遺
霊
の
処
置
法
が
葬
送
儀
礼
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

葬
送
儀
礼
を
日
本
人
は
い
つ
の
時
代
か
ら
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
い
つ
か
ら
仏
教
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

一
部
に
は
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
十
月
条
な
ど
の
記
録
を
根
拠
に
、
仏
教
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
、
一
般
国

民
の
遺
体
の
処
置
は
雑
で
、
野
山
に
放
置
す
る
だ
け
の
い
わ
ゆ
る
遺
棄
葬
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
は
、
三
世
紀
ご
ろ
の
日
本
列
島
に
お
い
て
き
ち
ん
と
し
た
葬
儀
が
行
わ
れ
、
墓
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
山
口
県
下
関
市
豊
北
町
に
あ
る
弥
生
時
代
の
埋
葬
遺
跡
と
し
て
有
名
な
土
井
ヶ
浜
遺
跡
か
ら
は
三
百
体
の
埋
葬

人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
頭
部
を
東
に
し
て
顔
が
西
を
向
く
よ
う
な
姿
勢
を
取
る
仰
臥
屈
葬
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
頭

骨
だ
け
を
集
め
た
二
次
葬
（
改
葬
）
で
あ
る
集
骨
葬
も
確
認
さ
れ
て
い
て
、
あ
る
程
度
の
霊
魂
観
や
他
界
観
念
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
に
僧
侶
は
い
ま
せ
ん
か
ら
、
近
親
者
や
村
人
だ
け
で
葬
送
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
日
本
に
お
い
て
葬
送
儀
礼
に
仏
教
僧
侶
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
の
頃
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。『
続
日
本
紀
』
に
よ

れ
ば
、
日
本
法
相
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
昭
が
死
後
火
葬
に
す
る
よ
う
遺
言
し
て
、
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
火
葬
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
武
天
皇
四
年
（
七
〇
〇
）
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
わ
が
国
に
お
け
る
火
葬
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
（
飛
鳥
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時
代
）
か
ら
次
第
に
僧
侶
が
葬
式
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
で
は
、
広
く
国
民
の
間
に
仏
教
が
流
布
さ
れ
、

国
民
の
葬
送
儀
礼
を
僧
侶
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
の
頃
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
松
尾
剛
次
氏
は
、
奈
良・

平
安
時
代
の
仏
教
僧
侶
は
国
家
護
持
の
官
僧
で
あ
り
、
死
穢
を
忌
む
こ
と
か
ら
葬
儀
に
関

与
す
る
こ
と
は
な
く
、
国
民
の
葬
儀
に
僧
侶
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
個
人
救
済
を
目
指
し
た
鎌
倉
仏
教
の
僧
侶
た
ち
で
あ
っ
た
と

し
て
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
す
で
に
葬
式
仏
教
が
広
く
流
布
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鎌
倉
仏
教
が
全
国
各

地
に
布
教
さ
れ
る
中
で
、
各
村
々
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
僧
侶
が
村
に
住
み
着
い
て
村
人
の
日
常
生
活
に
深
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、

葬
式
仏
教
が
次
第
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
時
期
は
い
つ
頃
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
圭
室
諦
成・

文
雄
親
子
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
現
在
の
寺
院
分
布
の

大
筋
が
出
来
上
が
る
の
は
応
仁
文
明
の
乱
以
降
の
十
五
世
紀
中
頃
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
十
七
世
紀
中
頃
ま
で
の
お
お
よ
そ
二
百
年
間
で
、

こ
の
間
に
仏
教
各
宗
派
が
競
っ
て
全
国
の
村
々
に
布
教
活
動
を
行
い
、
葬
式
を
中
心
に
寺
と
檀
家
と
い
う
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
幕
府
か
ら
「
新
寺
建
立
禁
止
令
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
ま
で
に
は
浄
土
真
宗
を
中
心
に
仏
教
各

宗
派
の
寺
院
が
全
国
各
地
の
村
々
に
建
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
始
め
と
す
る
禁
教
政
策
の
一
環
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
寺
請

制
度
に
基
づ
く
宗
門
改
め
が
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
頃
か
ら
始
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
強
制
的
な
寺
檀
制
度
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
寺
請
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
全
国
の
村
々
で
寺
院
と
家
と
の
結
び
付
き
は
認
め

ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
日
本
人
の
葬
式
を
仏
僧
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
政
治
的
強
制
力
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
本
人
が
仏
式
に

よ
る
葬
儀
を
自
ら
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
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と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
に
な
っ
て
幕
府
権
力
を
背
景
に
し
た
強
制
的
制
度
的
寺
檀
関
係
の
下
で
、
僧
侶
は
葬
儀
や
年
忌
法
要
を
経
済
活
動

の
中
心
に
位
置
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
江
戸
時
代
の
農
民
や
町
人
た
ち
は
領
主
（
武
士
）
と
寺
院
（
僧
侶
）
に
よ
る
二

重
支
配
を
受
け
て
い
た
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
死
を
迎
え
よ
う
と
す
る
人
々
に
安
心
を
与
え
、
残
さ
れ
た
遺
族
た
ち
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
の
は
宗
教
者
で
あ
る
僧
侶

の
役
目
で
す
。
葬
式
仏
教
は
本
来
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
問
題
な
の
は
、
仏
教
寺
院
（
僧
侶
）
が
葬
送
儀
礼

を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
、
こ
れ
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

圭
室
文
雄
氏
に
よ
り
ま
す
と
、
一
九
六
〇
年
代
を
境
に
葬
式・

法
要
が
葬
儀
業
者
を
中
心
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
僧
侶
は
脇
役
の

地
位
に
甘
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
葬
儀
業
者
が
演
出
家
で
、
僧
侶
は
そ
の
指
図
通
り
に
動
く
役
者
で

し
か
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
僧
侶
は
も
は
や
人
を
慰
め
、
人
の
死
に
何
ら
か
の
意
味
付
け
を
与
え
る

宗
教
者
で
は
な
く
、
出
演
料
を
も
ら
う
だ
け
の
役
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

最
近
で
は
「
墓
じ
ま
い
」
と
い
っ
て
、
都
会
に
移
住
し
た
人
た
ち
が
故
郷
に
墓
参
に
帰
る
の
を
面
倒
が
り
、
先
祖
の
遺
骨
を
す
べ
て
掘

り
上
げ
て
寺
に
預
け
て
し
ま
う
こ
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
我
々
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
遺
骨
は
白
木
の
箱
に

納
め
て
胸
に
抱
い
て
運
ぶ
と
い
う
の
が
常
識
な
の
で
す
が
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
詰
め
て
宅
急
便
で
送
り
つ
け
る
こ
と
も
平
気
で
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
長
野
県
上
田
市
で
は
、
葬
儀
に
車
に
乗
っ
た
ま
ま
参
列
で
き
る
、
そ
の
名
も
「
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
葬
儀
場
」
が
計
画
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
焼
香
も
車
に
乗
っ
た
ま
ま
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
時
間
短
縮
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
あ
る
Ｉ
Ｔ
関
連
の
企
業
で
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
君
に
袈
裟
を
着
せ
た
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
君
導
師
を
開
発
し
て
い
ま
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す
。
あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
お
経
を
内
蔵
し
て
い
る
そ
う
で
、
希
望
の
宗
派
に
合
わ
せ
て
読
経
し
て
く
れ
る
の
が
売
り
だ
そ
う
で
、
人
間
の
僧

侶
と
違
っ
て
高
額
な
お
布
施
を
要
求
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
命
じ
ら
れ
る
が
ま
ま
に
働
い
て
く
れ
そ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
新
た
な
展
開
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
は
「
簡
素
化
」
だ
と
の
こ
と
で
す
が
、
私
に
は
「
こ
こ
ろ
」
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た

「
手
抜
き
」
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
は
た
し
て
こ
れ
か
ら
の
葬
送
儀
礼
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
ひ
と
つ
に
は
葬
送
儀
礼
に
掛
か
る
費
用
の
高
額
化
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
知
人・

友
人
な
ど
を
招
い
て
通
夜・

葬
儀・

告
別
式
を
行
う
一
般
葬
だ
と
二
百
万
円
～
三
百
万
円
か
か
る
費
用
が
、
近
親
者
の
み
で
行
う
家
族
葬
だ
と
八
十
万
円
ほ
ど
、
こ
れ

が
通
夜
と
告
別
式
を
省
い
て
遺
体
を
そ
の
ま
ま
火
葬
場
に
運
ん
で
火
葬
す
る
だ
け
の
直
葬
だ
と
十
万
円
～
三
十
万
円
ほ
ど
で
済
む
そ
う
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
葬
送
儀
礼
の
簡
素
化
（
手
抜
化
）
が
費
用
の
高
額
化
だ
け
で
生
じ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
そ

の
背
景
に
は
ム
ラ
社
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
崩
壊
な
ど
社
会
環
境
の
変
化
、
あ
る
い
は
先
祖
観・

霊
魂
観
な
ど
諸
観
念
の
変
化
な
ど
も

一
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
ま
ま
葬
送
儀
礼
の
簡
素
化
が
進
行
し
て
い
く
の
を
放
置
し
た
ま
ま
で
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

葬
送
儀
礼
の
簡
素
化
は
死
者
の
軽
視
に
つ
な
が
る
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
死
者
を
粗
末
に
扱
う
社
会
は
生
者
も
大
切
に
し
な
い
社
会

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん

が
、
や
は
り
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、
柳
田
國
男
の
創
造
主
義
民
衆
史
観
に
立
っ
て
、
国
民
自
身
が
主
体
的
に
解
決
す
る
以
外
に
方

法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
際
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
は
り
我
々
日
本
人
の
霊
魂
観
と
他
界
観
で
し
ょ
う
。
死
体
は
穢
れ
て
い
る
と
か
、
死
後

す
ぐ
の
魂
は
荒
ぶ
る
性
格
を
有
し
て
お
り
、
遺
族
に
も
祟
っ
た
り
、
遺
族
を
あ
の
世
へ
と
道
連
れ
に
し
よ
う
と
す
る
な
ど
と
も
さ
れ
て
い
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ま
す
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
ど
う
か
。
私
自
身
の
経
験
や
東
日
本
大
震
災
で
家
族
を
失
っ
た
人
々
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
読
み
ま
す
と
、

疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ま
た
、
他
界
観
も
複
雑
で
す
。
死
者
の
魂
が
鎮
ま
る
場
所
と
し
て
は
山
中・

海
上
（
海
底
）・

地
下・

墓

地・
仏
壇
な
ど
が
あ
り
、
互
い
に
絡
み
合
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
複
雑
な
霊
魂
観
と
他
界
観
と
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
葬
送
儀
礼
は
ど

の
よ
う
な
も
の
が
よ
い
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
成
り
行
き
に
ま
か
せ
た
ま
ま
で
い
い
わ
け
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
必
要

と
な
る
の
が
仏
教
民
俗
学
の
視
点
で
す
。
僧
侶
が
葬
送
儀
礼
に
関
与
す
る
こ
と
で
人
々
は
心
の
平
安
を
得
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
仏
教
と

民
俗
と
の
習
合
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
空
」
の
思
想
か
ら
霊
魂
を
否
定
す
れ
ば
、
元
々
葬
送
儀
礼
な
ど
必
要
な
い
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
現
在
の
大
多
数
の
日
本
人
は
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
ま
す
。
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
霊
魂
を
粗
略
に
扱
う
葬

送
儀
礼
が
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
精
神
的
破
綻
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
日
蓮
宗
で

は
魂
の
鎮
ま
る
場
所
は
、
釈
迦
が
「
法
華
経
」
を
説
い
た
霊
鷲
山
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
教
義
を
海
上
他
界
観
や
墓
地
他
界
観
を

有
し
て
い
る
人
々
に
一
方
的
に
押
し
つ
け
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
心
の
平
安
を
与
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
「
仏

教
の
民
俗
化
」
と
「
民
俗
の
仏
教
化
」
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
非
常
に
困
難
な
問
題
で
す
が
、
こ
れ

ま
で
も
日
本
人
は
こ
の
ふ
た
つ
の
方
向
性
で
仏
教
と
民
俗
と
の
融
合
を
成
し
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
仏
教
に
は
会
通
と
い
う
す
ば
ら

し
い
智
慧
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
会
通
と
い
う
智
慧
を
使
う
こ
と
で
乗
り
越
え
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、

乗
り
越
え
て
行
か
な
け
れ
ば
心
を
失
っ
た
、
手
抜
き
さ
れ
た
葬
送
儀
礼
が
ま
す
ま
す
広
ま
っ
て
行
く
ば
か
り
で
、
人
々
の
心
を
癒
す
こ
と

な
ど
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
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