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史
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周
知
の
ご
と
く
、
近
年
の
わ
が
国
に
お
け
る
発
掘
調
査
件
数
は
増
加
の
一

途
を
辿
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
、
奈
良
・
平
安
時
代
は
雷
う
ま
で

も
な
く
、
中
世
以
降
に
関
し
て
も
考
古
資
料
の
著
し
い
集
積
を
み
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
と
も
す
れ
ば
文
献
が
無
い
か
或
い
は
乏
し
い
時
代
に
の
み
研
究

が
集
中
し
が
ち
で
あ
っ
た
考
古
学
に
お
い
て
、
実
質
的
に
そ
の
対
象
領
域
が

拡
大
さ
れ
、
文
献
な
ど
で
は
解
明
で
き
な
か
っ
た
新
た
な
事
実
の
呈
示
に
も

つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
古
代
か
ら
中
近
世
に
及
ぶ
土
器
・
陶
磁
器
の

研
究
は
目
ざ
ま
し
い
進
展
を
遂
げ
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
研
究
の
最
先
端
の

状
況
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
の
目
指
す
と
こ

こ
ろ
は
単
な
る
土
器
・
陶
磁
器
そ
の
も
の
の
研
究
で
は
な
く
、
土
器
・
陶
磁

器
を
含
む
考
古
資
料
を
通
し
て
、
「
古
代
偏
や
門
中
世
」
の
具
体
相
を
解
明
し
、

さ
ら
に
そ
の
具
体
的
諸
事
象
を
有
機
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の

歴
史
全
体
の
中
に
位
置
付
け
を
与
え
る
こ
と
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

研
究
の
個
別
細
分
化
が
進
む
考
古
学
に
お
い
て
、
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る

上
で
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
ま
ず
最
初
に
、
本
奮
の
欝
憤
を
列
挙
し
て
お
く
。

　
　
一
、
古
代
的
食
器
の
変
化
と
特
質

　
　
二
、
越
中
の
国
府
・
荘
家
・
村
落

　
　
三
、
一
〇
・
一
一
世
紀
の
土
器
・
陶
磁
器

　
　
四
、
後
半
期
の
須
恵
器

　
　
五
、
越
中
弓
庄
城
跡
の
土
師
器

　
　
　
付
　
美
濃
各
務
原
市
採
集
の
戦
国
期
土
師
器

　
　
六
、
丹
波
周
由
窯
肚
の
須
恵
器

　
　
七
、
白
河
北
殿
北
辺
の
土
器
・
陶
磁
器

　
　
八
、
鴨
菓
の
開
発

　
　
九
、
越
中
立
山
町
分
布
調
査
か
ら

　
一
〇
、
井
　
戸
　
考

　
　
　
結
　
び

　
一
～
一
〇
章
は
既
発
表
論
文
で
あ
り
、
「
結
び
」
は
新
た
に
執
筆
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
順
と
は
異
な
る
が
、
墨
筆
の
内
容
を
簡
単
に
紹

介
し
て
お
き
た
い
。

　
第
七
章
「
白
河
北
殿
北
辺
の
土
器
・
陶
磁
器
」
は
、
筆
者
ら
に
よ
っ
て
調

査
さ
れ
た
京
都
大
学
構
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
の
食
器
研
究
の
出
発
点
と
い
っ
て
よ
い
論
考
で

あ
る
。
注
目
さ
れ
る
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
①
平
安
京
・
中
世
京
都
の
土
師
器

編
年
の
提
示
、
②
土
器
構
成
及
び
比
率
へ
の
着
目
と
そ
の
重
視
、
③
土
器
比

率
算
出
の
た
め
の
口
縁
部
計
測
法
の
採
用
の
三
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
特
に
①

に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
平
安
京
に
お
け
る
古
代
・
中
黒
の
時
間

的
枠
組
み
が
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
点
で
意
義
深
い
も
の
と
い
え
る
。

　
第
六
章
「
丹
波
周
山
窯
肚
の
須
恵
器
」
は
、
第
七
章
と
と
も
に
事
例
研
究

の
一
つ
で
あ
る
。
個
々
の
遺
物
報
告
に
続
い
て
出
土
須
恵
器
の
編
年
を
試
み
、

そ
の
上
で
畿
内
中
心
部
の
須
恵
器
と
対
比
し
、
一
器
種
1
1
一
法
量
の
伝
統
を
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評書

残
す
点
、
波
状
文
が
残
存
す
る
点
な
ど
の
地
方
色
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
ま

た
、
第
七
章
の
編
年
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
口
縁
部
計
測
法
に
つ
い
て
は
、

本
論
文
中
に
お
い
て
他
の
数
量
計
算
方
法
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
有
効
性
の
確
認
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
か
ら
第
五
章
は
、
第
七
章
「
白
河
北
殿
北
辺
の
土
器
・
陶
磁
器
」

を
承
け
て
展
開
さ
れ
た
食
器
研
究
の
諸
論
考
で
あ
る
。
隣
期
的
に
は
、
第
一

章
が
六
世
紀
末
～
｝
二
世
紀
半
ば
、
第
二
章
が
九
世
紀
、
第
三
章
が
一
〇
・

一
一
世
紀
、
第
四
章
が
九
世
紀
～
一
四
世
紀
、
第
五
章
が
一
六
世
紀
を
中
心

に
扱
っ
て
い
る
。
具
体
的
内
容
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
概
要
の
み
を
記
し

て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
第
四
章
「
後
半
期
の
須
恵
器
」
は
、
第
七
章
で
十
分
に
言
及
で
き

な
か
っ
た
須
恵
器
に
焦
点
を
嘉
て
た
も
の
で
あ
る
。
九
・
一
〇
世
紀
以
降
の

須
恵
器
生
産
は
従
来
衰
退
過
程
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
は
中

世
へ
の
新
た
な
展
開
期
と
し
て
再
評
価
を
試
み
、
九
～
一
四
世
紀
の
平
安
京
・

中
世
京
都
出
土
須
恵
器
の
編
年
と
そ
の
画
期
設
定
を
行
っ
て
い
る
。

　
第
一
章
「
古
代
的
食
器
の
変
化
と
特
質
し
は
、
古
代
の
様
々
な
食
器
の
時

期
的
変
遷
と
地
域
的
様
相
に
関
し
て
、
現
在
の
知
見
を
整
理
・
検
討
し
た
上

で
、
そ
の
特
質
や
歴
史
的
意
味
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
第
四
章
「
後
半
期

の
須
恵
器
」
で
は
古
代
で
も
後
半
以
降
の
特
質
の
一
端
が
言
及
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
以
前
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　
第
三
章
「
一
〇
・
一
一
世
紀
の
土
器
・
陶
磁
器
」
は
、
中
世
土
器
研
究
会

第
四
回
研
究
集
会
に
お
け
る
発
表
の
総
括
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
〇
・
一
一
世
紀
の
土
器
・
陶
磁
器
の
変
化
の
内
容
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
越
中
の
国
府
・
荘
家
・
村
落
」
は
、
時
期
・
地
域
を
限
定
し
、

遺
跡
の
性
格
に
よ
る
食
器
構
成
の
獺
違
の
実
態
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
検
討
の
結
果
、
公
的
な
様
相
の
強
い
場
ほ
ど
、
土
師
器
食
客
具
・
施

緬
陶
磁
器
・
鉄
製
煮
炊
具
の
比
率
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
後
述
す
る
「
宮
廷
的
な
あ
り
遺
し
の
広
が
り
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　
第
五
章
「
越
中
弓
庄
城
跡
の
土
師
器
」
は
、
富
山
梨
東
部
亭
亭
の
弓
庄
誠

か
ら
出
土
し
た
土
師
器
を
取
り
上
げ
、
同
露
盤
の
京
都
の
様
相
と
比
較
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
年
代
的
位
置
付
け
と
京
都
か
ら
の
影
響
関
係
を
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
は
、
北
陸
の
土
師
器
が
一
二
世
紀
中
頃
～
末
と

一
六
世
紀
初
め
前
後
の
二
つ
の
短
い
時
期
に
京
都
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
、

以
後
独
自
に
変
遷
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
章
の
付
論
「
美
濃
各

務
原
市
採
集
の
戦
国
期
土
師
器
」
も
、
京
都
産
土
師
器
の
影
響
を
受
け
た
一

六
世
紀
の
在
地
製
品
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
、
京
都
系
土
師
器
の
拡
大
化
現

象
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
資
料
提
示
と
な
っ
て
い
る
。

　
残
る
第
八
章
～
第
一
〇
章
は
、
食
器
以
外
の
考
古
資
料
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
第
八
章
「
鴨
東
の
開
発
」
は
、
文
献
資
料
と
考
古
資
料
の
両
面

か
ら
開
発
の
歴
史
を
辿
り
、
平
安
京
と
そ
の
近
郊
と
し
て
の
鴨
東
地
域
の
関

係
を
論
じ
て
い
る
。
第
九
章
「
越
中
立
山
町
分
布
調
査
か
ら
」
は
、
筆
者
の

指
導
の
も
と
富
山
大
学
人
文
学
部
考
古
学
研
究
室
が
精
力
的
に
進
め
て
い
る

富
山
梁
立
山
町
の
一
連
の
調
査
の
う
ち
か
ら
分
布
調
査
関
係
に
つ
い
て
ま
と

め
た
も
の
で
、
特
に
古
代
・
中
世
に
お
け
る
開
発
の
側
面
か
ら
の
検
討
が
み

ら
れ
る
。
第
一
〇
章
「
井
戸
考
」
は
、
井
戸
の
発
達
と
そ
の
普
及
に
つ
い
て
、

そ
の
初
現
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
系
統
的
把
握
を
試
み
た
労
作
で
あ
る
。

　
最
後
に
「
結
び
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
別
的
研
究
の
総
括
的
小
論
と
呼

び
得
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
歴
史
観
が
示
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
時

代
区
分
に
関
す
る
言
及
を
ま
と
め
れ
ば
、
日
本
の
歴
史
は
一
つ
の
大
画
期
と
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二
つ
の
転
換
期
に
よ
っ
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
大
画
期
は
縄
紋

か
ら
弥
生
へ
の
転
換
、
大
画
期
以
前
の
小
画
期
は
縄
紋
時
代
前
期
中
頃
（
諸

磯
式
）
、
大
画
期
以
降
の
小
画
期
は
筆
者
の
い
う
古
代
前
期
と
後
期
の
境
（
九

世
紀
中
頃
～
末
）
に
置
い
て
い
る
。

　
以
上
が
本
書
を
構
成
す
る
各
層
の
概
略
で
あ
る
。
次
に
、
本
書
の
中
心
課

題
と
す
る
食
器
研
究
に
関
し
て
、
第
一
～
四
章
・
結
び
な
ど
を
も
と
に
筆
者

の
考
え
を
要
約
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
古
代
前
期
（
六
世
紀
末
～
九
世
紀
初
め
）
の
食
器
の
特
質
と
し
て

　
　
　
　
　
①

は
、
爾
弘
海
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
土
器
類
の
金
属
器
指
向
と
い
う
面

と
、
多
様
な
器
種
・
法
事
分
化
と
そ
の
一
方
で
の
土
師
器
・
須
恵
器
の
互
換

性
の
確
立
に
注
目
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
筆
者
が
独
自
に
意
義
付
け
を
行
っ
て

い
る
。

　
前
者
の
金
属
器
指
向
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
宋
か
ら
七
世
紀
初
め
に
畿
内

に
お
い
て
顕
在
化
す
る
が
、
朝
鮮
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
金
属
器
指
向
が
現

れ
る
こ
と
か
ら
、
金
属
器
写
し
と
い
う
為
政
者
の
理
念
そ
の
も
の
の
移
入
を

想
定
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
理
念
は
、
階
層
を
越
え
て
共
通
の
器
形
を
用
い
、

し
か
も
最
上
層
の
人
々
の
食
器
が
仏
器
で
あ
る
金
属
器
そ
の
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
仏
教
が
本
来
的
に
持
つ
平
等
性
に
根
ざ
し
た
普
遍
性
」
と
「
仏
へ

の
近
さ
を
階
層
差
と
考
え
る
古
代
仏
教
の
特
質
」
が
背
景
に
あ
っ
た
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。

　
後
者
の
多
様
な
法
量
分
化
は
、
畿
内
で
は
七
世
紀
第
W
四
半
期
に
確
立
す

る
が
、
こ
れ
は
大
量
の
官
人
層
に
身
分
に
応
じ
た
食
器
を
供
す
る
目
的
を
有

す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
律
令
墨
家
の
官
僚
擬
の
整
備
と
表
褻
を
な
す
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
前
期
の
食
器
様
相
の
地
方
へ
の
波
及
は
、
西
国

や
北
陸
で
は
七
世
紀
代
に
及
ぶ
も
の
の
、
東
国
で
は
八
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

と
さ
れ
る
。

　
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
畿
内
で
土
師
器
生
産
の
合
理
化
と
比
率
の
増
大

が
み
ら
れ
る
の
を
始
め
、
広
範
な
地
域
で
古
代
前
期
の
様
相
が
多
様
な
変
質

を
遂
げ
て
い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
国
家
財
政
の
窮
追
や
物
価
騰
貴

と
い
っ
た
経
済
的
要
因
か
ら
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
を
目
指
し
た
動
き
と
解
釈

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
土
師
器
の
増
加
現
象
に
は
上
記
の
理
由
に
加
え
て
別

の
重
要
な
要
因
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宮
の
あ

り
方
を
民
衆
に
貫
徹
す
る
と
い
う
政
治
的
な
要
因
で
あ
る
。
八
世
紀
前
半
の

宮
の
食
膳
具
で
は
土
師
器
の
比
率
が
著
し
く
高
い
が
、
そ
れ
は
食
器
の
素
材

が
身
分
差
を
表
徴
す
る
た
め
下
位
の
者
が
使
用
す
る
土
師
器
を
多
く
す
る
必

要
が
存
在
し
た
か
ら
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
宮
廷
の
あ
り
方
が
「
公

の
意
図
」
の
も
と
に
八
世
紀
後
半
に
畿
内
の
村
落
や
西
国
に
、
九
・
一
〇
世

紀
に
は
北
国
や
東
国
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
身
分
秩
序
を
重

ん
じ
る
民
衆
の
風
習
の
起
源
を
求
め
て
い
る
。

　
古
代
後
期
（
九
世
紀
中
頃
～
一
一
一
世
紀
初
め
）
に
は
、
先
の
土
師
器
の
比

率
増
加
が
遙
む
一
方
で
、
須
恵
器
が
、
壷
・
甕
・
す
り
鉢
と
い
っ
た
特
定
器

種
の
広
域
流
通
へ
と
転
換
し
、
施
粕
陶
磁
器
も
高
級
食
膳
具
や
小
型
貯
蔵
貝

の
菰
域
流
通
へ
、
他
方
黒
色
土
器
は
土
師
器
と
の
器
種
分
業
へ
と
変
化
す
る
。

そ
れ
は
、
中
世
的
様
相
の
形
成
過
程
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
一
世

紀
中
頃
に
は
食
器
構
成
は
簡
素
化
し
、
中
世
的
土
器
様
式
の
骨
格
と
な
っ
た

と
す
る
。

　
中
世
前
期
（
一
二
世
紀
中
頃
～
｛
四
世
紀
末
）
の
特
質
と
し
て
は
、
高
級

な
中
國
製
陶
磁
器
・
漆
器
の
食
油
…
具
や
大
型
の
貯
蔵
・
調
理
具
の
広
域
流
通

と
普
及
、
そ
し
て
在
地
・
遠
隔
地
の
各
種
製
品
に
よ
る
複
雑
な
食
器
様
式
の

確
立
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
食
器
複
合
を
達
成
す
る
背
後
に
は
、
食
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器
の
地
域
・
搾
油
分
業
体
制
と
呼
び
得
る
生
産
・
流
通
の
発
達
が
あ
る
と
す

る
。　

中
世
後
期
（
一
五
世
紀
初
め
～
一
六
世
紀
中
頃
）
に
は
、
土
器
食
膳
具
が

皿
形
態
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
須
恵
器
生
産
は
、
西
国
で
は
一
五
世
紀

に
、
北
国
で
も
」
六
世
紀
に
衰
退
し
、
備
前
や
越
前
で
は
酸
化
焔
焼
成
に
転

じ
、
甕
器
系
の
東
海
に
お
い
て
は
施
粕
、
陶
器
が
鼠
立
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う

よ
う
に
様
相
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
備
前
や
東
海
の
新
た
な
動
き
は
、
器
種

の
多
様
化
を
計
り
な
が
ら
の
一
層
の
集
中
的
生
産
と
評
価
さ
れ
、
在
地
製
品

も
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
競
合
の
様
相
が
生
じ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
ま
た
、
多
様
な
国
産
陶
磁
器
が
競
合
す
る
近
世
的
食
器
様
式
へ
の
歩
み
で

も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
古
代
か
ら
中
世
に
及
ぶ
食
器
の
変
遷
の
う
ち
で
、
筆
者
が
最
も
強
調
す
る

の
は
、
古
代
前
期
と
後
期
の
境
で
あ
る
。
こ
の
境
の
蒋
期
に
、
権
力
者
と
民

衆
の
間
の
所
有
物
の
格
差
が
拡
大
か
ら
縮
小
へ
変
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
時
期
が
上
層
の
人
々
の
文
化
が
先
行
す
る
段
階
か
ら
都
市
の
文
化
が
先

行
す
る
段
階
へ
の
転
換
期
で
も
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
そ
の
蒔
期
以
降
の
動

向
は
、
多
様
化
が
進
む
こ
と
に
特
徴
付
け
ら
れ
、
ま
た
一
方
で
は
、
技
術
薦

の
進
展
に
代
表
さ
れ
る
畏
生
の
向
上
と
い
う
明
の
部
分
と
、
先
に
挙
げ
た
身

分
や
格
式
を
重
ん
じ
る
宮
廷
的
あ
り
方
の
浸
透
と
い
う
暗
の
部
分
の
二
側
面

が
存
在
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
こ
そ
が
弥
生
蒔
代
以
降
を
二
分

す
る
転
換
期
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
書
の
各
章
を
概
述
し
、
食
器
に
関
し
て
は
や
や
詳
し
く
触
れ
て

み
た
。
次
に
本
書
の
内
容
、
特
に
そ
の
中
心
を
な
す
食
器
に
絞
っ
て
若
干
の

検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
古
代
前
期
の
土
器
類
の
金
属
器
指
向
の
背
景
に
つ
い
て
取
り
上
げ

る
こ
と
に
す
る
。
語
漏
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
仏
教
思
想
に
基
づ
く
「
理

念
」
の
移
入
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
朝
鮮
三
国
文
化
の
流
入
に
は
仏

教
を
初
め
と
す
る
思
想
面
の
受
容
が
あ
っ
た
と
い
う
点
を
重
視
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
理
念
が
土
器
様
式
を
規
定
し
た
と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
指

摘
だ
と
い
え
る
。
た
だ
、
「
理
念
」
の
有
無
に
関
し
て
は
、
考
古
資
料
の
み

か
ら
実
証
す
る
の
は
困
難
な
面
が
多
く
、
実
際
筆
者
の
想
定
も
十
分
な
根
拠

付
け
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
現
状
で
は

少
な
く
と
も
筆
者
の
仮
説
を
成
り
立
た
せ
る
前
提
条
件
と
し
て
い
く
つ
か
の

点
が
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
一
つ
を
挙
げ
れ
ば
、

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
土
器
の
金
属
器
指
向
が
強
い
の
は
事
実
だ
が
、
こ
れ
が

仏
教
思
想
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
、
朝

鮮
に
お
け
る
銅
鏡
を
初
め
と
す
る
金
属
器
が
仏
器
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て

い
た
の
か
と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
現
状
で
は
む
し
ろ
仏
教
と
の
特
殊
な
関
連
を
物
語
る
例
は
な
い

　
　
②

ら
し
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
朝
鮮
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
金
属

器
指
向
、
ひ
い
て
は
日
本
の
同
様
の
あ
り
方
も
必
ず
し
も
「
仏
器
そ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
階
層
差
を
顕
示
し
得
る
」
と
い
う
古
代
仏
教
の
あ
り
方
と

結
び
つ
け
る
必
要
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
八
世
紀
後
半
以
降
に
全
国
的
に
み
ら
れ
る
窯

業
生
産
の
諸
変
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
変
化
の
要
因
が
、
生
産

コ
ス
ト
の
低
減
を
脂
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
評
者
も
、
畿
内

に
お
け
る
土
師
器
の
悔
種
構
成
の
簡
素
化
と
仕
上
げ
の
省
略
化
、
さ
ら
に
須

恵
器
生
産
の
衰
退
化
と
い
っ
た
現
象
は
、
経
済
的
側
面
に
起
因
す
る
生
産
コ

ス
ト
低
減
へ
の
動
き
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
た
い
。

た
だ
し
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
、
一
律
に
全
團
の
動
向
を
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捉
え
て
よ
い
の
か
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
東
海
の
須

恵
器
生
産
は
こ
の
時
期
以
後
急
速
に
生
産
の
拡
大
を
遂
げ
る
が
、
こ
れ
も
筆

者
は
畿
内
と
同
じ
生
産
コ
ス
ト
低
減
を
団
指
す
地
域
的
な
現
れ
方
の
相
違
と

理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
海
で
も
一
大
須
恵
器
生
産
地
で
あ
っ
た

猿
投
窯
跡
群
に
お
い
て
は
、
八
世
紀
後
半
頃
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
原
始
灰
粕
陶

器
」
が
生
ま
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
為
的
施
粕
か
否
か
は
別
と
し

て
、
そ
の
高
火
度
焼
成
が
お
の
ず
と
多
量
の
燃
料
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う

し
、
焼
損
度
の
増
加
を
生
む
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
筆
者
の
考
え

る
よ
う
な
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
と
い
う
方
向
と
は
相
入
れ
ず
、
む
し
ろ
別
の
原
因

を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
東
海
地
域
の
須
恵
器
に
お
い
て
も
、
法
量
の
分
化
が
乏
し
く
な
り
、
工

種
の
消
減
が
み
ら
れ
る
な
ど
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
の
動
き
と
捉
え
得
る
側
面
が
あ

る
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
東
海
の
須
恵
器
生
産
そ
の
も
の
の
隆
盛
が
コ
ス
ト

ダ
ウ
ン
と
し
て
捉
え
得
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
要
因
を
第
一
義
的
で
あ
る
と

見
な
し
得
る
か
は
、
他
地
域
も
含
め
て
問
題
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

　
次
に
、
筆
者
の
い
う
地
域
・
器
種
分
業
体
制
を
取
り
上
げ
た
い
。
地
域
・

器
種
分
業
体
制
は
中
世
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

初
現
と
し
て
須
恵
雛
生
産
の
側
面
か
ら
一
〇
世
紀
初
め
頃
に
画
期
を
見
い
だ

し
得
る
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
九
世
紀
の
京
都
洛
北
に

は
須
恵
器
・
施
納
陶
器
と
い
う
京
で
使
用
す
る
陶
器
一
式
を
供
給
す
る
体
制

が
あ
っ
た
が
、
一
〇
世
紀
に
は
平
安
京
出
土
須
恵
器
は
丹
波
篠
窯
産
が
、
緑

紬
陶
器
は
平
安
京
西
郊
産
が
主
と
な
る
点
を
挙
げ
、
こ
の
一
〇
世
紀
初
め
に

地
域
・
下
種
分
業
体
制
の
成
立
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
〇
世
紀

以
降
の
篠
窯
で
は
、
前
山
二
・
三
号
窯
や
黒
岩
一
号
窯
な
ど
の
よ
う
に
須
恵

器
よ
り
圧
倒
的
に
多
量
の
縁
紬
陶
器
食
膳
具
が
焼
成
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
九
世
紀
の
洛
北
が
陶
器
一
式
の
供

給
を
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
〇
世
紀
以
降
の
篠
窯
も
平
安
京
で
使
用
す
る
陶

器
一
式
の
供
給
地
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
一
〇
世
紀
初
め
を
も
っ
て
地
域
分

業
成
立
の
画
期
と
は
必
ず
し
も
み
な
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
〇
世

紀
初
め
に
篠
窯
に
お
い
て
食
器
一
式
の
在
地
供
給
と
壷
・
甕
・
す
り
鉢
な
ど

の
特
定
器
種
の
広
域
流
通
と
い
う
二
相
供
給
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
点
も
若

干
問
題
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
篠
窯
の
広
域
流
通
品
は
須
恵

器
で
は
確
か
に
壷
・
甕
・
す
り
鉢
で
あ
る
こ
と
で
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
厚
意
陶
器
の
椀
・
畜
類
も
広
域
流
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
な

れ
ば
、
緑
粕
陶
器
椀
・
皿
、
須
恵
器
壷
・
甕
・
す
り
鉢
の
広
域
流
通
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
平
安
京
的
あ
る
い
は
都
市
的
食
器
一
武
の
広
範
囲
の
供
給
と

も
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
相
供
給
と
い
う
の
も
、
こ
の

時
点
の
篠
窯
全
体
で
み
れ
ば
在
地
供
給
贔
と
広
域
流
通
晶
で
食
器
組
成
が
異

な
る
と
い
う
あ
り
方
だ
っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
二
相
供
給
の
成
立
期
に
つ
い
て
も
、
別
の
考
え
方
も
可
能
に
な

る
だ
ろ
う
。
九
世
紀
の
篠
無
の
生
産
内
容
を
み
て
み
る
と
、
杯
・
皿
と
い
っ

た
食
膳
具
が
多
数
を
占
め
続
け
る
窯
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
平
安
京
で

は
九
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
須
恵
溶
食
謄
具
が
急
減
し
、
須
恵
器
賠
蔵
具
な
ど

よ
り
も
少
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
供
給
先
に
よ
る
器
種
組
成
差
が
生
じ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
、
そ
の
意
味
で
の
下
網
供
給
は
九
世
紀
代

ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
得
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
一
〇
世
紀
初
め
が
篠
窯
を
初
め
と
す
る
須
恵
器
生
産
に
お
い
て
一
大

画
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
実
質
的
内
容
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
再
考
の
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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さ
て
次
に
は
、
本
書
で
筆
者
が
最
も
強
調
す
る
「
宮
廷
的
な
あ
り
方
」
と

い
う
点
を
問
題
に
し
て
み
た
い
。
お
そ
ら
く
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

全
国
的
に
み
ら
れ
る
土
師
器
主
流
化
現
象
が
、
支
配
体
制
の
動
揺
あ
る
い
は

変
動
な
ど
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
の
主
体
的
意
図
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
と
、
も
し
そ
う
だ
と
し
て
そ
の
意
図
が
階
層
性
の

顕
示
と
い
う
宮
廷
的
な
あ
り
方
の
民
衆
へ
の
貫
徹
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
特
に
後
者
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
筆

者
は
、
宮
廷
の
土
器
の
あ
り
方
と
し
て
、
下
級
の
者
が
使
用
す
る
土
師
器
が

比
率
を
高
め
ね
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
高
級
な
施
紬
陶
器
や
漆
器
は
必
要
な

も
の
で
あ
る
と
同
時
に
普
及
し
て
は
い
け
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
た
だ

し
、
九
世
紀
以
降
の
施
紬
陶
器
は
、
そ
の
生
産
量
が
急
激
に
増
加
し
、
平
安

京
で
は
食
膳
具
の
一
〇
％
程
を
占
め
る
と
い
う
よ
う
に
食
器
組
成
と
し
て
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

く
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
普
及
し
て

は
な
ら
な
い
の
が
宮
廷
に
お
け
る
施
粕
陶
器
の
あ
り
方
と
す
れ
ば
、
矛
盾
し

た
動
き
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
須
恵
器
に
つ
い
て

も
い
え
る
こ
と
で
、
土
師
器
よ
り
高
級
と
さ
れ
る
須
恵
器
は
、
筆
者
の
考
え

に
従
え
ば
土
師
器
よ
り
普
及
し
て
は
い
け
な
い
と
同
時
に
施
紬
陶
器
よ
り
も

量
的
に
多
く
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
経
緯

は
、
土
師
器
同
様
粗
雑
化
が
進
み
、
最
終
的
に
食
膳
呉
か
ら
撤
退
す
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
世
紀
前
半
に
み
ら
れ
た
宮
内
の
あ
り
方
が
、
単
純

に
京
や
全
国
各
地
に
広
が
っ
た
と
す
る
事
に
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

土
師
器
と
同
じ
く
宮
廷
的
な
あ
り
方
を
示
す
と
さ
れ
る
鉄
製
煮
炊
具
の
広
が

り
も
、
土
師
器
主
流
化
の
動
き
と
地
域
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
対
応
し
て
い

な
い
。
宮
廷
的
な
あ
り
方
の
広
が
り
の
根
拠
と
し
て
、
土
師
器
主
流
化
現
象

以
外
の
要
素
が
存
在
し
得
る
の
か
と
い
っ
た
点
も
含
め
て
、
も
う
少
し
突
っ

込
ん
だ
議
論
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
民
衆
の
食
器
と
権
力
者
の
食
器
と
い
う
点
に
触
れ
て
お
く
。
そ

の
二
者
の
格
差
へ
の
着
目
は
斬
新
な
視
点
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
格
差
が
な
ん
ら
か
の
指
標
に
よ
り
客
観
澄
し
得
る
の
か
が
朗
確
で

な
く
具
体
的
内
容
も
論
及
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
格
差
の
転
換
が
古
代

前
期
と
後
期
の
閲
に
求
め
得
る
と
い
う
指
摘
も
十
分
な
説
得
力
を
持
ち
得
て

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
実
態
の
不
明
瞭
さ
は
、
「
結
び
」
の
時

代
区
分
に
関
し
て
も
多
少
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
別
稿
に
お
い
て
そ
の

具
体
的
理
由
付
け
や
さ
ら
な
る
理
論
的
展
開
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

　
以
上
、
個
別
的
内
容
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
み
た

が
、
個
々
の
内
容
以
上
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
し
か
も
本
書
を
特
徴
づ
け

る
の
は
、
む
し
ろ
筆
者
の
方
法
論
や
視
点
と
い
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
例
の
一
、
二
を
挙
げ
れ
ば
、
第
一
〇
章
「
井
戸
考
」
や
結
び
に
典
型
的

に
見
い
だ
さ
れ
る
非
常
に
長
い
歴
史
的
変
遷
の
中
で
事
象
の
本
質
を
捉
え
る

方
法
や
、
第
二
章
「
越
中
の
国
府
・
荘
家
・
村
落
」
や
第
九
章
「
越
中
立
山

町
分
布
調
査
か
ら
」
を
初
め
と
す
る
地
域
史
か
ら
全
体
を
見
通
す
視
点
な
ど

で
あ
る
。
本
書
の
序
に
、
考
古
資
料
は
「
時
期
の
新
古
・
中
央
と
地
方
、
身
分

の
高
下
等
に
よ
る
資
料
の
片
寄
り
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
が
最
大
の
強
み
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
諸
論
考
は
ま
さ
し
く
そ
の
「
強
み
」
が
随
所

に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
考
古
資
料
を
通
し
て
「
古
代
・

中
世
の
歴
史
と
社
会
一
を
解
明
す
る
取
り
組
み
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

あ
る
。
今
後
本
書
を
基
礎
に
、
古
代
・
中
世
考
古
学
が
益
々
進
展
し
、
稔
り

多
き
成
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
個
別
的
内
容
が
多
岐
に
亘
る
た
め
紹
介
し
尽
く
せ
な
か
っ
た
部
分
も
多
く
、
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ま
た
筆
者
の
主
旨
を
誤
解
・
曲
解
し
た
点
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ご

寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
①
西
弘
海
「
土
器
様
式
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
（
『
考
古
学
論
考
』
小
林
行
雄
博
士

　
　
古
稀
記
念
論
文
集
　
一
九
八
二
年
）
。

　
②
　
毛
利
光
俊
彦
「
古
墳
出
土
銅
鏡
の
系
譜
」
（
『
考
古
学
維
誌
』
六
四
－
一
　
一
九

　
　
七
八
年
）
。

③
　
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『
京
都
府
遣
跡
調
査
報
告
書
』
第
一

　
｝
冊
（
一
九
入
九
年
）
。

④
　
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
北
野
廃
寺
』
（
一
九
八
三
年
）
。

　
（
A
5
判
　
四
＝
頁
　
一
九
入
九
年
二
月
真
享
楽
　
四
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
京
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