
固
有
信
仰
の
農
開
と
仏
教
受
容

高

取

正

男

一
挙
約
】
六
毛
羅
に
お
け
る
仏
整
容
は
・
い
甚
で
も
な
義
弱
国
竪
歯
に
参
加
・
た
こ
と
で
あ
り
・
そ
れ
に
・
つ
・
受
け
影
響
・
い
へ

嚇
　
う
面
で
の
考
察
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
日
本
民
族
の
発
展
と
し
て
・
王
体
的
に
と
ら
え
る
場
合
は
、
古
代
国
家
完
成
に
向
っ
て
の
全
生
活
を

｝
あ
げ
て
の
行
動
と
・
必
然
的
に
難
る
闘
い
の
内
に
・
薪
ら
し
い
世
綴
を
会
す
る
過
選
あ
っ
た
・

一
本
藻
そ
の
藻
で
・
前
代
以
来
の
固
奮
仰
の
内
都
に
暑
轟
轟
念
索
警
識
の
護
を
考
察
す
る
中
に
仏
整
容
の
必
然
性
を
求
め
・
同
時

ぞ
、
そ
・
護
・
特
異
性
の
申
に
驚
仏
教
と
よ
疑
・
も
の
の
籍
に
つ
い
て
の
藁
ξ
・
ろ
毒
　
　
　
　
　
　
…

　
六
世
紀
の
初
期
か
ら
受
容
さ
れ
は
じ
め
た
と
い
わ
れ
る
仏
教
は
、

六
継
紀
の
末
か
ら
七
世
紀
前
半
に
、
か
け
て
の
時
期
に
、
い
わ
ゆ
る
飛

鳥
仏
教
と
し
て
そ
の
根
を
お
ろ
す
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点

に
関
し
、
従
来
、
常
識
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
世
界
｛
添
星
と

し
て
高
度
の
理
念
的
所
出
で
あ
る
仏
教
は
、
伝
来
の
信
仰
一
固
有

　
　
　
糊
有
信
仰
の
畏
麗
と
仏
教
受
容
（
高
販
）

の
祖
先
崇
拝
と
癒
藩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
を
集
め
た
と
い
う
説

明
で
あ
る
。
　
事
実
、
　
飛
鳥
時
代
の
仏
像
の
光
背
に
刻
ま
れ
た
願
文

i
造
像
銘
に
、
し
ば
し
ば
造
像
の
功
徳
が
七
世
父
母
に
回
向
さ
れ

る
よ
う
翼
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
竹
田
聴
取
氏
は
、

そ
れ
は
我
国
圃
有
の
祖
先
崇
拝
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
七
世
父
母
と

は
、
言
葉
そ
の
も
の
は
、
中
国
六
朝
の
造
像
銘
に
見
ら
れ
る
逓
り
、

ま
ぎ
れ
な
く
外
来
の
電
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
我
国
民
俗
学

一
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賜
有
樗
酬
倫
U
の
展
開
と
仏
甜
敬
受
｛
谷
（
高
　
取
）

が
常
に
問
題
に
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
祖
霊
の
観
念
を
中
軸
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
①

い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
当
代
の
造
像
銘
を
整
理
す
る

と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
像
が
所
生
父
母
・
亡
夫
亡
妻
な
ど
の
近
親
者

の
霊
の
追
善
回
向
を
直
接
の
園
的
と
し
て
造
立
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
六

親
轡
族
。
有
縁
無
縁
の
衆
生
の
現
当
二
世
の
安
楽
と
、
帯
下
父
母
の

冥
福
が
願
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
七
世
父
骨
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
て
い
る
竜
の
が
、
常
に
近
親
考
の
追
善
を
直
接
契
機
と

し
つ
つ
、
そ
の
上
に
顕
わ
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
点
に
、

我
国
民
俗
僑
仰
に
お
け
る
死
霊
と
祖
霊
の
関
係
と
共
通
の
論
理
が
見

ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
民
俗
信
椰
の
祖
型
と
し
て
抽

掲
さ
れ
て
い
る
死
霊
と
祖
霊
の
関
係
と
は
、
死
者
の
霊
魂
は
一
定
の

期
闇
中
は
そ
れ
ぞ
れ
生
前
の
個
性
を
保
っ
て
近
親
者
に
臨
む
が
、
一

定
の
期
聞
を
過
ぎ
る
と
個
性
を
失
い
、
漠
然
と
し
た
死
者
霊
の
没
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戯

性
的
な
習
合
体
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
祖
霊
に
組
入
れ
ら
れ
、
た
だ
御

先
組
さ
ん
と
よ
ば
れ
て
子
孫
の
生
活
を
見
守
の
、
そ
の
繁
栄
を
保
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　

す
る
｝
種
の
神
性
に
昇
華
し
、
事
あ
る
ご
と
に
子
孫
の
も
と
に
訪
れ
、

子
孫
に
よ
っ
て
愛
想
さ
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

考
え
方
を
中
核
と
す
る
祖
先
崇
拝
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
優
れ
て
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

二
世
界
の
塵
物
で
あ
る
、
従
っ
て
、
当
代
の
造
像
銘
の
中
に
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
が
何
等
か
の
形
で
濃
厚
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
族
長

貴
族
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
た
血
緑
的
な
紐
帯
が
生
活
の
多
く
の
場
を

構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
当
代
に
あ
っ
て
は
当
然
の
こ
と
と
い

え
よ
う
。
七
世
父
母
と
は
七
代
前
ま
で
の
父
祖
で
は
な
く
、
漠
然
と

御
先
祖
さ
ん
と
い
う
べ
き
内
容
の
上
葉
ぞ
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
飛
鳥
仏
教
の
塞
底
に
伝

来
の
祖
先
崇
拝
－
祖
霊
儂
仰
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
終
り
、
七

三
父
母
と
い
う
嘗
葉
を
借
り
て
ぞ
も
祖
霊
と
い
う
べ
き
も
の
を
回
想

し
よ
う
と
す
る
伝
来
の
考
え
方
と
、
仏
法
i
本
来
的
に
は
そ
う
い

っ
た
族
的
批
界
を
克
服
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
超
越
的
神
戸
と
普
遍

的
μ
ゴ
ス
と
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
方
向
と
が
並
存
・
癒
弄
し
て
い

た
と
い
う
だ
け
ぞ
は
、
仏
教
受
容
と
い
う
纂
態
の
本
質
に
迫
り
え
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
当
代
の
聖
像
銘
に
お
い
て
、
七
型
父

母
と
い
う
言
葉
自
体
は
先
述
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
っ
て
い
る
と
し

て
も
、
造
像
銘
そ
の
も
の
は
仏
に
対
す
る
願
丈
で
あ
り
、
　
「
以
此
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
②

カ
、
七
世
四
恩
、
六
道
四
生
、
国
劇
正
覚
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、

七
世
父
母
も
等
し
く
仏
の
加
護
を
う
け
る
　
介
の
衆
生
に
す
ぎ
な
い
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の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
一
祖
霊
信
仰
的
考
え
方
は
、

い
か
に
濃
厚
に
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
か
つ
て
そ
れ
自
身
が
単

独
に
存
在
し
て
い
た
時
代
、
族
的
世
界
に
即
自
的
に
編
帯
し
て
い
た

前
代
の
入
々
の
も
の
と
は
明
か
に
内
容
的
に
異
っ
て
い
る
。
同
じ
く

常
に
祖
霊
を
回
想
す
る
と
い
う
考
え
方
を
も
つ
て
い
て
竜
、
祖
霊
を

趨
え
る
神
性
を
認
め
な
い
限
り
、
こ
う
い
っ
た
造
像
銘
は
あ
ら
わ
れ

る
筈
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
代
の

仏
教
の
基
底
を
な
す
伝
来
の
信
仰
と
い
っ
て
・
竜
、
そ
れ
は
内
容
的
に

は
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
継
承
し
て
き
た
融
々

の
神
観
念
・
｛
示
教
意
識
の
う
ち
に
一
つ
の
飛
躍
が
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
飛
躍
を
な
し
と
げ
た
も
の
こ
そ
、
仏

教
受
容
の
第
一
の
基
底
的
な
要
因
で
あ
り
、
嗣
時
に
、
そ
の
飛
躍
の

特
異
性
が
、
伝
来
の
考
え
方
を
温
存
し
、
形
態
的
に
見
れ
ば
前
述
の

よ
う
に
両
者
の
複
雑
な
癒
着
の
姿
を
示
し
つ
つ
、
当
代
仏
教
を
そ
れ

な
り
に
性
絡
ず
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
従
っ
て
、
　
一
般
に
、
固
有
の
祖
先
崇
拝
－
祖
霊
信
仰
と
よ
ば
れ

る
竜
の
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
内
容
的
に
ど
の
よ

う
な
発
展
を
は
ら
み
つ
つ
飛
鳥
時
代
入
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
か
、

　
　
　
㎡
圓
有
樗
…
仰
の
展
開
と
仏
研
教
受
｛
谷
（
高
取
）

そ
の
閉
を
貫
く
神
観
一
念
・
宗
教
意
識
の
発
展
を
と
ら
え
る
こ
と
が
￥

仏
教
受
容
の
基
底
を
探
り
、
同
時
に
、
彼
等
に
と
っ
て
の
普
遍
的
神

性
と
形
而
上
世
界
、
即
ち
、
彼
等
な
り
に
受
容
し
た
仏
法
の
内
容
を

解
明
す
る
第
一
の
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
、

①
　
竹
闘
野
洲
氏
、
七
世
父
燈
孜
（
仏
教
史
学
七
）

②
　
　
法
欧
臨
轟
丁
金
銅
網
駅
迦
潔
業
闘
寸
漁
罫
泓
ル
湘
肖
紳
凱
　
（
推
申
口
三
点
ハ
年
）

二

　
我
国
民
俗
信
仰
の
全
般
を
占
め
る
と
い
っ
て
よ
い
組
立
崇
拝
に
お

い
て
、
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
る
祖
霊
の
観
念
は
、
き
わ
め
て
複
雑

な
様
｝
網
を
も
つ
て
い
る
。
　
祖
霊
と
は
、
　
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

「
御
先
祖
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祖
先

の
霊
の
漠
然
と
し
た
没
個
性
的
な
習
合
体
で
、
死
者
霊
と
し
て
の
性

格
屯
払
拭
し
て
、
た
だ
子
孫
の
生
活
を
見
守
る
一
種
の
神
性
と
い
え

る
。
即
ち
、
現
実
に
は
山
林
と
水
田
に
依
拠
す
る
村
落
生
活
の
申
で
、

祖［

?
は
同
時
に
山
の
神
で
あ
り
、
田
の
神
∵
歳
の
神
隠
と
し
て
も
表

象
さ
れ
、
生
産
の
過
程
で
こ
れ
ら
の
諸
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
子
孫
の
繁
栄
を
保
証
す
る
と
い
う
神
性
を
具
体
化
す
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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岡
有
儒
仰
の
展
開
と
仏
激
受
容
（
高
販
）

る
が
、
一
方
で
は
、
各
地
の
盆
行
事
。
祖
霊
祭
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
時
を
定
め
て
子
孫
の
家
を
訪
れ
る
…
祖
霊
は
、
地
上
性
を
克
服
し

た
純
正
な
神
性
と
は
い
え
な
い
面
を
も
ち
、
「
盆
脇
つ
く
り
」
や
「
盆

花
」
の
習
俗
に
、
現
在
も
な
お
精
霊
的
形
質
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る

　
　
　
①

の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
祖
霊
儒
仰
と
は
単
な
る
精
霊
信

仰
と
い
う
に
は
多
く
の
昇
華
を
経
て
い
る
が
、
一
方
に
そ
れ
を
克
服

し
き
っ
て
い
な
い
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ

て
お
り
、
そ
れ
自
身
、
允
来
は
原
始
ア
一
て
・
＼
ズ
ム
を
脱
却
す
る
過
程

に
産
れ
た
観
念
形
態
ぞ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
．　

三
世
紀
、
耶
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
乎
は
「
鬼
道
二
事
工
、
能
グ
衆

ヲ
惑
ワ
ス
」
と
伝
え
ら
れ
、
彼
女
の
死
後
、
径
百
歩
に
余
る
塚
が
築

　
　
　
　
　
　
　
②

か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
鬼
遺
は
シ
ャ
ー
マ
晶
ズ
ム
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
が
、
鬼
は
霊
魂
で
あ
り
、
ま
た
死
後
に
大
き
な
墳
．
墓
が
築
か

れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
当
時
、
草
昧
な
原
始
信
仰
、
ナ
チ
ュ
リ
ズ

ム
的
自
然
崇
拝
、
ア
一
て
、
、
ズ
ム
的
精
霊
僑
仰
の
中
に
あ
っ
て
、
恐
ろ

し
い
周
囲
の
諸
精
霊
に
対
し
て
ひ
と
き
わ
卓
越
し
た
霊
能
が
彼
女
の

身
体
に
宿
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
も

四

あ
れ
、
四
・
五
世
紀
に
広
汎
に
営
ま
れ
た
古
墳
は
、
丘
陵
の
末
端
に
、

平
野
の
真
ロ
バ
中
に
聾
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や

稲
置
儀
礼
の
交
錯
の
中
に
、
時
に
強
烈
な
託
宜
を
以
て
五
穀
の
豊
穰

と
戦
い
の
勝
利
を
約
束
す
る
入
塾
霊
と
毒
名
附
く
べ
き
死
者
の
霊
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
つ
セ
い
る
。
常
陸
風
土
記
に
箭
括
氏
麻
多
智
な

る
も
の
が
葦
原
を
開
拓
し
た
と
こ
ろ
、
忍
刀
神
な
る
も
の
が
耕
作
の

邪
魔
を
し
た
の
で
大
い
に
怒
り
、
甲
胃
を
つ
け
黄
を
も
つ
て
打
殺
し
、

山
口
ま
で
追
詰
め
て
境
の
杭
と
堀
を
設
け
、
　
「
此
ヨ
リ
上
四
神
ノ
地

ナ
ル
コ
ト
ヲ
一
許
サ
ム
、
此
ヨ
リ
下
二
人
ノ
田
ト
ス
ベ
シ
、
今
ヨ
リ
ノ

チ
、
五
欝
、
神
ノ
祝
ト
ナ
リ
テ
永
二
徽
い
ヒ
祭
ラ
ム
、
幽
異
ク
ハ
幽
ボ
ル
コ
ト

ナ
ク
恨
ム
コ
ト
ナ
カ
レ
」
と
い
っ
て
社
を
作
り
、
麻
多
智
の
子
孫
相

承
し
て
祭
り
を
し
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
馬
刀
神
と
は
蛇
を

指
し
て
い
る
が
、
周
囲
の
自
然
や
敵
の
中
に
宿
っ
て
い
る
凶
悪
な
精

霊
に
囲
ま
れ
て
い
た
原
始
人
が
、
進
ん
で
新
ら
し
い
世
界
を
開
拓
し

よ
う
と
す
る
・
と
き
、
何
よ
り
も
自
信
と
勇
気
を
与
え
る
も
の
は
、
皆

の
先
頭
に
立
っ
て
悪
霊
を
呪
縛
し
、
圧
伏
し
て
く
れ
る
麻
多
智
の
よ

う
な
族
長
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。
古
代
国
家
に
向
っ
て
の
疾
風
怒
濤

の
中
で
、
共
罪
体
員
の
先
頭
に
立
ち
、
宙
ら
籔
内
奴
隷
制
を
樹
篤
し

（11の



つ
つ
原
始
蒙
昧
を
破
っ
て
ゆ
く
族
長
た
ち
は
、
山
麓
に
露
っ
て
い
た

原
始
入
の
臆
病
さ
を
破
9
、
凶
悪
な
精
霊
を
圧
伏
し
、
広
々
と
し
た

平
野
に
美
し
い
水
田
を
作
り
だ
す
強
烈
な
霊
能
の
保
有
者
で
あ
っ
た
、

そ
し
て
、
こ
の
族
長
に
宿
る
霊
能
は
、
甲
冑
を
つ
け
弐
を
も
つ
た
麻

多
智
の
姿
か
ら
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
に
怒
り
、
、
あ
る
い
は
笑
き
、

ま
た
悪
に
さ
え
働
き
か
ね
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
等
族
長
を
こ
の
世
ゼ

最
竜
怜
剛
な
ら
し
め
る
程
に
個
性
的
ぞ
強
烈
ぞ
あ
っ
た
た
め
に
、
そ

の
霊
は
族
長
の
死
後
も
墳
墓
に
留
め
ら
れ
、
彼
の
後
継
者
や
そ
れ
に

従
う
入
女
に
よ
っ
て
、
生
産
の
過
程
、
戦
い
の
最
中
に
絶
え
ず
回
想

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
時
、
代
は
降
る
が
、
六
七
一
一
年
、
壬
申
の
乱
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

最
中
に
、
戦
勝
を
祈
っ
て
神
武
天
皇
陵
に
兵
馬
が
献
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
決
し
て
そ
の
当
座
の
思
附
き
ば
か
り
で
は
な
い
ぞ
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
r
鴇
ら
も
強
烈
な
霊
能
を
保
有
し
、
同
蒔
に
強
力
な
死
者

霊
を
背
景
に
共
同
体
員
に
臨
む
族
長
の
出
現
、
こ
こ
に
原
始
古
代
社

会
に
広
く
分
布
す
る
、
入
間
を
「
細
し
に
祀
る
習
俗
一
死
者
礼
拝
と
、

人
闇
が
「
神
」
の
言
行
を
代
理
す
る
入
神
（
恩
讐
－
Ω
＆
）
の
信
証
の

起
源
が
、
草
昧
な
賞
然
力
・
精
霊
崇
揮
の
中
に
、
そ
れ
を
克
服
す
る

竜
の
と
し
て
定
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
、

　
　
　
翻
一
有
信
仰
の
展
間
囲
と
仏
新
脚
受
容
（
高
取
）

　
と
こ
ろ
が
、
前
方
後
円
墳
が
広
汎
に
営
ま
れ
た
臨
・
五
世
紀
は
、

同
時
に
部
民
支
配
の
拡
大
の
時
代
で
あ
り
、
共
同
体
関
係
の
不
断
の

再
盤
産
に
立
つ
族
長
的
麦
配
の
強
化
拡
大
を
指
向
し
て
い
た
．
従
っ

て
、
上
記
の
よ
ヶ
に
族
長
を
め
ぐ
っ
て
現
れ
た
生
々
し
い
入
聞
霊
も
、

そ
れ
な
り
に
独
自
の
歩
み
を
始
め
る
。
堀
一
、
郎
氏
は
、
六
世
紀
初
頭

に
記
紀
神
話
の
原
型
が
定
着
を
開
始
す
る
以
前
に
祖
霊
信
仰
の
異
状

な
鼻
揚
と
普
及
が
な
さ
れ
、
そ
れ
と
共
に
、
多
く
の
種
類
の
大
小
精

霊
が
多
か
れ
少
か
れ
同
族
社
会
に
お
け
る
祖
霊
信
仰
　
に
習
合
さ
れ
、

歪
曲
さ
れ
て
、
自
ら
個
体
化
し
て
独
自
の
神
絡
に
上
昇
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

や
め
、
精
霊
の
段
階
に
固
定
し
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
族
長

を
め
ぐ
る
入
闇
霊
の
独
自
な
歩
み
と
は
こ
の
よ
う
な
方
向
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
開
始
さ
れ
た
他
部
族
と
の
烈
し
い
抗
争
の

申
ぞ
、
族
長
た
ち
の
死
霊
は
部
族
を
守
る
守
護
霊
的
な
も
の
に
上
昇

す
る
が
、
同
時
に
族
長
支
配
が
再
生
産
さ
れ
る
騨
バ
リ
、
不
断
に
繰
返

え
さ
れ
る
被
征
服
者
と
の
旗
縁
擬
制
に
よ
り
、
敵
対
者
と
の
対
決
は

妥
協
に
変
り
、
　
一
個
の
入
格
神
と
し
て
凝
結
。
重
体
化
し
て
表
象
さ

れ
、
部
族
の
守
護
神
　
、
更
に
は
部
族
の
解
体
と
共
に
地
域
社
「
会
の
守

護
神
に
ま
で
昇
華
す
る
道
を
阻
ま
れ
て
し
ま
う
。
血
縁
擬
制
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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階
圓
有
信
旧
仰
の
展
開
と
仏
教
受
｛
谷
（
螂
薗
｝
取
〉

て
他
部
族
の
守
護
霊
を
自
ら
の
内
に
包
摂
す
る
こ
と
は
、
自
ら
を
没

個
性
化
し
、
自
ら
を
漠
然
と
祖
先
に
当
る
と
い
う
だ
け
の
死
者
霊
の

習
合
体
に
止
め
、
歪
曲
し
て
し
ま
う
の
ぞ
あ
る
。
そ
し
て
、
族
長
だ

け
が
共
同
体
に
押
込
め
ら
れ
て
い
る
民
衆
の
生
活
か
ら
離
れ
、
超
越

的
な
支
配
者
と
な
っ
て
ゆ
く
面
ぞ
は
、
彼
を
め
ぐ
る
守
護
霊
的
な
死

者
霊
の
習
合
体
は
、
よ
う
や
く
生
女
し
い
地
上
性
を
捨
て
て
超
越
的

絶
対
的
な
も
の
に
近
ず
き
、
或
い
は
専
門
的
職
業
的
な
司
祭
者
・
睨

術
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
特
殊
な
人
格
と
し
て
の

族
長
の
あ
る
限
り
最
後
的
に
地
上
性
を
脱
却
で
き
ず
、
彼
の
身
体
、

彼
の
背
後
に
ま
つ
わ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
族
長
が
存
在

し
、
民
衆
が
独
立
し
え
な
い
限
り
は
、
民
衆
は
自
然
に
対
し
て
も
、

他
部
族
に
対
し
て
竜
、
そ
の
全
生
活
に
お
い
て
常
に
族
長
を
媒
介
と

し
て
行
動
し
、
思
惟
す
る
。
従
っ
て
、
族
長
に
ま
つ
わ
る
入
事
霊
は

同
時
に
他
の
色
々
の
精
霊
や
意
識
を
も
自
ら
の
内
に
習
合
せ
し
め
る
。

例
え
ば
、
堀
氏
は
、
古
代
東
組
ぞ
ト
コ
ヨ
の
國
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、

古
事
記
天
岩
戸
の
段
に
「
ト
コ
ヨ
ゆ
く
し
と
の
用
例
が
あ
る
よ
う
に
、

　
　
　
レ
コ
ヨ

元
来
は
常
夜
一
一
国
の
死
の
国
で
あ
っ
た
の
が
、
普
通
に
は
祖
先

の
住
地
と
し
て
語
ら
れ
る
点
に
廉
い
面
を
残
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

ト
コ
ヨ

常
世
i
一
塩
皿
か
な
国
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

　
⑥い

る
。
氏
は
こ
れ
を
ト
コ
ヨ
神
と
祖
霊
と
の
習
事
で
あ
る
と
説
か
れ

る
が
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
先
妻
の
よ
う
に
、
飼
々
の
族
長
の
死
霊

が
漸
次
習
合
し
、
子
孫
の
繋
栄
を
約
束
す
る
部
族
の
守
護
霊
的
な
も

の
に
上
昇
す
る
過
程
に
、
そ
の
住
処
で
あ
る
死
後
の
世
界
を
恐
ろ
し

い
暗
黒
界
か
ら
祖
霊
の
い
る
豊
か
な
国
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
原

始
的
な
他
界
観
念
か
ら
の
脱
皮
が
行
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
族
長
に

ま
つ
わ
る
限
り
独
自
の
他
界
観
念
に
発
展
し
え
な
か
っ
た
の
ぞ
あ
り
、

こ
こ
に
ト
コ
ヨ
神
は
、
堀
氏
の
指
摘
通
り
、
依
然
と
し
て
死
の
国
［
の

精
霊
の
姿
を
残
し
、
遠
い
国
か
ら
の
来
訪
と
い
う
形
式
を
残
さ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
恐
ろ
し
い
火
や
水
の
精
霊
を

圧
伏
制
御
す
る
族
長
の
霊
能
は
、
同
様
の
過
程
で
火
や
水
の
精
霊
の

機
能
を
も
自
ら
に
習
合
せ
し
め
、
火
や
水
な
ど
の
自
然
の
精
霊
は
、

そ
れ
に
伴
っ
て
一
定
の
点
ま
で
は
原
始
精
霊
か
ら
の
脱
皮
を
行
う
が
、

結
局
は
そ
れ
な
り
に
子
孫
の
繁
栄
を
約
束
す
る
祖
霊
に
自
己
の
電
化

神
的
要
素
を
吸
取
ら
れ
、
白
ら
勧
化
神
と
し
て
独
自
の
神
格
に
ま
で

凝
結
し
え
な
い
。
先
に
記
し
た
麻
多
智
の
話
で
、
彼
に
よ
っ
て
山
口

ま
で
追
詰
め
ら
れ
た
夜
盛
事
は
、
彼
の
子
孫
に
よ
っ
て
相
承
し
て
祀

（ユ16）



ら
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
バ
、
こ
れ
は
夜
刀
神
胴
・
蛇
神
が
引
続
い

て
純
粋
の
水
の
神
、
由
口
に
あ
る
水
源
神
に
ま
で
発
展
し
な
い
で
、
か

え
っ
て
麻
多
智
の
子
孫
に
よ
っ
て
祖
霊
社
と
し
て
竜
表
象
さ
れ
る
に

い
た
っ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
。
新
選
姓
氏
録
に
記
載
さ
れ
て
い

る
各
氏
の
戯
事
と
い
わ
れ
る
も
の
の
過
半
数
以
上
が
、
口
（
火
）
の
神

や
産
霊
神
と
し
て
の
神
格
を
屯
備
え
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
肥
後
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
我
国
の
古
代
熟
慮
、
更
に
は
民

俗
僑
仰
全
般
を
貫
く
こ
の
よ
う
な
考
え
方
、
祀
る
考
と
祀
ら
れ
る
も

の
と
の
習
合
は
如
上
の
経
緯
の
中
に
う
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
伝
来
の
祖
霊
信
仰
の
申
核
的
な
考
え
方

は
、
そ
の
後
い
か
な
る
経
緯
で
再
生
産
さ
れ
、
今
臼
の
民
俗
の
中
に

濃
厚
に
残
留
す
る
に
至
っ
た
か
は
問
わ
ぬ
に
し
て
も
、
そ
の
当
初
は

明
か
に
族
長
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
た
原
始
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
の
脱
却

過
程
に
う
み
だ
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
繰
返
え

し
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
原
始
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
完
全
に
克
服
す
る

方
向
で
は
な
く
、
神
観
念
・
人
格
神
の
形
成
発
展
を
一
定
の
段
階
で

圧
殺
す
る
方
向
で
う
み
だ
さ
れ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

時
代
は
梢
女
降
る
が
、
七
五
八
年
、
沙
弥
道
行
な
る
亀
の
が
伊
勢
大

　
　
　
薗
有
信
仰
の
展
開
と
仏
激
受
容
（
高
取
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

神
の
た
め
に
知
識
を
募
っ
て
大
般
若
経
を
書
写
し
て
い
る
が
、
そ

の
奥
書
を
見
る
と
、
道
行
が
か
つ
て
山
中
で
練
行
し
て
い
た
時
に
落

雷
に
あ
っ
て
央
神
し
た
と
こ
ろ
、
三
宝
の
加
護
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て

生
還
し
た
の
で
、
ま
ず
伊
勢
大
神
の
怒
り
を
解
く
た
め
に
知
識
を
募

っ
て
写
経
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
八
世
紀
に
お
い
て
も
、
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

皇
室
の
祖
神
と
し
て
中
央
の
歯
髄
に
羅
写
あ
ら
わ
れ
る
伊
勢
大
神
さ

え
、
そ
の
地
方
の
人
に
と
っ
て
は
ま
だ
畏
敬
す
べ
き
霊
異
神
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
、
，
民
衆
を
不
断
に
共
同
体
の
中
に
再
編
成
し
つ

つ
そ
の
上
に
立
つ
族
長
達
は
、
天
上
と
地
上
の
結
節
点
に
立
っ
て
神

入
分
離
を
一
定
点
で
押
止
め
、
彼
等
膚
身
霊
性
を
保
有
す
る
特
殊
な

入
格
一
人
神
と
し
て
そ
の
支
配
的
地
位
を
再
生
産
す
る
竜
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
故
、
彼
等
の
領
導
の
竜
と
如
上
の
祖
霊
信
仰
が
形
成
さ
れ
、

昂
揚
さ
れ
る
限
り
は
、
原
始
的
な
邪
悪
な
精
霊
は
一
掃
さ
れ
な
い
ば

か
り
か
、
む
し
ろ
そ
れ
が
常
に
存
在
し
、
基
底
に
お
い
て
再
生
薩
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
彼
等
の
宗
教
的
権
威
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
族

長
の
領
導
す
る
宗
教
圏
の
中
に
あ
っ
て
は
、
彼
等
が
自
ら
保
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　

背
後
に
い
た
だ
く
も
の
”
祖
霊
の
霊
異
的
な
カ
は
常
に
重
要
な
モ
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
謹
キ
ミ
ク
マ
　
⑩
｝

ン
ト
を
な
し
、
「
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
」
と
い
い
「
天
皇
の
威
霊
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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瞬
有
信
仰
の
腿
開
と
仏
教
受
容
（
高
取
）

う
の
は
、
本
来
は
決
し
て
無
意
味
な
修
飾
語
で
は
な
く
、
ま
し
て
、

風
土
記
な
ど
に
見
ら
れ
る
ア
で
・
、
ズ
ム
的
精
霊
、
ナ
チ
ュ
リ
ズ
ム
的

自
然
神
の
跳
梁
も
決
し
て
不
思
．
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
族
長
達
に
領
導
さ
れ
て
い
た
祖
霊
信
仰
、
彼
等

の
支
配
し
て
い
た
宗
教
圏
の
内
実
が
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
今
迄
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
が
族
長
た
ち
の
部

民
支
配
の
拡
大
強
化
の
過
程
に
産
れ
た
竜
の
で
あ
る
以
上
は
、
事
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
は
終
ら
な
い
、
仁
徳
紀
に
、
河
内
国
茨
田
に

堤
防
を
築
こ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
を
妨
げ
た
川
の
神
の
怒
り
を
鎮
め

る
た
め
、
犠
牲
と
し
て
武
蔵
国
の
強
頸
と
河
内
の
茨
田
連
杉
子
の
二

人
が
選
ば
れ
、
強
頸
は
川
に
沈
め
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、
彰
子
は
瓢
箪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ

を
川
に
投
入
れ
、
も
し
こ
の
瓢
箪
が
沈
ん
で
川
の
神
が
真
神
で
あ
る

事
が
証
明
さ
れ
た
ら
犠
牲
と
な
ろ
う
、
屯
し
瓢
箪
を
沈
め
る
事
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　

き
な
け
れ
ば
、
川
の
神
と
い
っ
て
も
偽
の
神
だ
か
ら
犠
牲
に
な
る
必

要
が
な
い
と
い
っ
て
、
結
局
犠
牲
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
と
い
う
話
が

あ
る
。
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
朝
鮮
経
略
に
成
功
し

た
天
皇
を
中
心
と
す
る
畿
内
の
大
豪
族
一
大
族
長
達
が
、
蕎
督
し
た

力
を
以
て
畿
内
を
中
心
に
強
力
に
開
始
し
た
屯
倉
・
田
荘
の
経
営
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

例
え
ば
こ
の
茨
田
堤
の
話
に
み
ら
れ
る
河
内
平
野
の
開
拓
は
そ
の
典

　
　
　
　
　
　
⑫

型
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
集
中
的
に
投
入
さ
れ
た
労
働
力
は
、
畿

内
の
大
豪
族
の
配
下
の
申
小
族
長
に
率
い
ら
れ
た
共
同
体
下
の
民
衆

一
部
民
で
あ
っ
た
．
こ
こ
に
人
々
は
共
同
体
の
紐
帯
に
強
く
規
制
さ

れ
な
が
ら
竜
、
そ
の
欲
す
る
と
否
と
に
掬
ら
ず
、
在
来
の
世
界
と
は

違
っ
た
共
同
体
の
外
の
世
界
と
接
触
し
、
直
接
的
に
自
ら
を
外
界
に

露
出
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
族
長
遠
は
屯
倉
。
田
荘
の
設

置
拡
大
を
橿
粁
に
し
て
収
奪
を
強
化
し
、
掬
己
の
支
配
を
依
持
し
貰

徹
も
よ
う
と
す
る
ほ
ど
共
同
体
の
上
か
ら
の
分
解
に
直
面
せ
ざ
る
を

え
な
い
、
こ
こ
に
彼
等
は
自
ら
領
導
し
て
き
，
た
伝
来
の
祖
霊
信
仰
を

昂
揚
し
、
そ
の
霊
異
を
憂
に
強
烈
に
前
面
に
押
翫
す
こ
と
に
よ
っ
て

危
機
を
乗
越
え
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
よ
う
や
く
外
界

を
知
り
始
め
た
配
下
の
民
衆
に
対
し
て
伝
来
の
祖
霊
の
霊
異
を
発
揮

す
る
に
は
、
そ
の
霊
異
が
伝
来
の
宗
教
圏
の
外
部
に
お
い
て
も
、
い

わ
ば
荒
言
妥
当
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
上
記
の
輿
神
。
偽
神
の

二
つ
の
範
疇
を
基
礎
に
し
た
茨
田
堤
の
話
の
幽
現
は
、
五
世
紀
に
入

り
、
族
長
達
が
自
ら
部
民
を
指
揮
し
つ
つ
獲
得
し
た
よ
り
広
い
視
野

に
立
っ
て
、
配
下
の
宗
教
圏
を
補
強
す
る
新
ら
し
い
普
遍
的
理
念
を

（118．）



獲
得
し
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
し
て
五

世
紀
後
半
（
生
胆
朝
）
の
伊
勢
の
朝
購
郎
の
叛
や
吉
備
の
乱
等
、
屯

倉
。
田
荘
支
配
を
塞
礎
に
全
国
統
一
を
押
進
め
た
大
霜
勢
力
が
、
必
然

的
に
捲
起
る
各
種
の
抵
抗
に
逢
着
す
る
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
傾
向

は
よ
り
明
確
に
な
っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
先
に
記
し
た
常

　
　
　
⑬

陸
風
土
記
の
箭
括
氏
麻
多
智
の
話
の
後
に
、
孝
徳
天
皇
の
時
、
壬
生

連
麻
呂
な
る
者
が
新
た
に
池
の
堤
を
築
こ
う
と
し
た
と
き
、
再
び
夜

刀
神
が
邪
魔
し
た
の
で
、
麻
呂
は
怒
っ
て
「
此
ノ
池
ヲ
修
メ
シ
メ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ト
ム
ケ

ユ
エ
ハ
、
民
ヲ
活
カ
ス
ニ
ア
リ
、
』
弼
ノ
神
、
誰
ノ
舐
脚
ゾ
モ
風
化
二
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
サ
グ
サ

ハ
ザ
ル
」
と
い
い
、
自
分
の
役
民
に
向
つ
七
「
目
二
見
ユ
ル
雑
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
ゴ
ト

物
、
魚
影
ノ
類
ハ
、
揮
り
擢
ル
ル
所
無
ク
、
随
尽
一
打
チ
殺
セ
。
」
と

命
ず
る
と
、
神
蛇
は
畏
れ
て
逃
去
つ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
こ
こ

で
は
麻
呂
に
と
っ
て
は
「
薗
＝
一
見
ユ
ル
雑
物
」
は
・
も
は
や
一
長
れ
る
べ

き
「
神
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
目
に
見
え
ぬ
「
神
」

を
知
っ
て
お
り
、
彼
が
背
後
に
す
る
も
の
は
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど

も
正
邪
を
峻
別
す
る
普
遍
的
な
神
性
で
あ
り
、
自
ら
そ
の
摂
理
ー
ロ

ゴ
ス
に
立
脚
し
て
い
る
と
の
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
怯
え
る
漁

民
を
駈
与
し
、
神
蛇
を
追
払
い
、
そ
の
地
を
占
拠
し
え
た
の
ぞ
あ
る
．

　
　
　
固
有
僑
仰
の
半
開
と
仏
教
受
容
（
高
取
）

先
に
記
し
た
茨
照
堤
の
話
で
の
偽
神
。
真
神
の
考
え
方
は
、
実
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の
壬
生
連
が
背
後
に
し
て
い
た
目
に
見
え
ぬ
竜
の
に
ま
で
高
め
ら
れ

る
も
の
、
即
ち
、
伝
来
の
限
ら
れ
た
｛
示
教
圏
i
族
的
世
界
を
一
歩
踏

越
え
た
普
遍
世
界
に
立
つ
理
念
的
漫
筆
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
勿
論
こ
の
場
合
、
繰
返
え
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
壬
生
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
む

が
背
後
に
し
て
い
た
目
に
見
え
ぬ
も
の
は
、
目
に
見
え
る
雑
物
を
追

払
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
毒
蛇
1
1
精
霊
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ

れ
と
対
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
i
一
種
の
霊
異
を
発
揮
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
族
長
達
が
獲
得
し
た
正
邪
。
真
偽
を
峻
」
領
す
る
ロ
ゴ
ス

ー
宇
宙
に
遍
満
す
る
法
は
、
壬
生
連
に
お
い
て
役
民
を
駈
卜
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
独
立
し
よ
う
と
す
る
民
衆
を
旧
の
姿

に
押
戻
し
、
伝
来
の
地
上
の
宗
教
的
権
威
を
補
強
し
、
民
衆
が
自
ら

ロ
ゴ
ス
を
獲
得
す
る
の
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
し
か
し
族
長

達
が
獲
得
し
た
も
の
は
例
え
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
屯
、
彼
等

が
自
己
の
支
配
の
危
機
に
際
し
て
伝
来
の
僑
仰
を
昂
揚
し
ょ
う
と
す

れ
ば
す
る
程
、
獲
得
し
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
ら
な
い
彼
等
な
り
の
普

遍
世
界
と
、
そ
こ
に
お
け
る
法
一
・
ロ
ゴ
ス
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
に

は
間
違
い
な
い
．
従
っ
て
、
や
が
て
そ
こ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

（119）



　
　
　
周
有
信
仰
の
展
開
と
仏
教
受
容
（
高
取
）

ス
の
綜
括
体
と
し
て
の
あ
る
種
の
理
念
的
な
神
性
が
、
彼
等
に
と
っ

て
の
三
局
の
守
護
者
、
更
に
は
救
済
者
と
し
て
祈
求
さ
れ
る
に
至
る

で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
五
世
紀
か
ら
六
批
紀
に
至
る
迄
に
、
族
長

達
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
、
進
行
し
て
行
っ
た
如
上
の
経
緯
は
、
明
か

に
伝
来
の
信
仰
の
発
展
で
あ
る
。
従
っ
て
高
度
の
理
念
的
所
産
た
る

仏
と
い
う
外
来
の
神
性
も
、
こ
の
よ
う
な
方
向
一
如
上
の
宗
教
意
識

が
更
に
展
開
し
、
よ
り
明
確
化
す
る
過
程
に
、
そ
れ
な
り
の
意
味
で

族
長
達
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
の
ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。
始
め
に
見
た

飛
鳥
の
造
像
銘
に
認
め
ら
れ
る
族
的
世
界
と
普
遍
電
界
の
癒
着
、
族

的
世
界
で
は
絶
え
ず
祖
霊
を
回
想
し
つ
つ
、
同
時
に
普
遍
世
界
に
お

い
て
は
祖
霊
と
共
に
一
介
の
衆
生
と
し
て
仏
の
加
護
を
翼
う
と
い
う

複
雑
な
関
係
屯
、
族
長
達
の
領
導
の
下
に
獲
得
さ
れ
て
き
た
如
上
の

宗
教
意
識
よ
り
見
る
と
き
、
始
め
て
う
な
ず
き
う
る
で
あ
ろ
う
。

①
屯
田
國
男
氏
、
先
祖
の
話

②
魏
志
倭
人
倣

③
常
陸
風
土
記
行
方
郡
条

④
　
日
本
書
紀
天
武
天
皇
元
年
条

⑤
　
堀
～
雪
曇
、
罠
隅
信
仰
二
七
三
頁

⑥
、
岡
震

⑦⑨⑨＠＠＠＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

肥
後
和
男
構
闘
士
、
我
国
に
於
け
る
古
代
氏
族
の
娘
一
神
コ
に
つ
い
て
（
日
本

文
化
所
収
）

伊
賀
国
三
楽
寺
所
蔵
大
般
若
経
巻
五
〇
、
九
一
、
　
一
八
七
、
奥
書
、
天

平
－
宝
虐
倒
二
年
霧
…
写
、
田
中
煽
四
詔
書
、
初
期
神
宮
の
信
仰
と
道
．
行
一
の
知
識

経…

i
古
代
学
一
の
四
）

直
木
孝
次
郎
氏
、
天
照
大
神
と
伊
勢
神
宮
の
起
源
（
古
代
社
会
と
宗
教

所
収
）

日
本
書
記
日
明
天
工
十
五
年
十
二
月
条

同
上
仁
徳
天
皇
十
一
鵜
、
十
月
条

門
脇
滝
口
二
氏
、
ミ
ヤ
ケ
の
史
的
位
趾
（
史
林
三
五
の
三
）

常
墜
風
土
記
行
方
郡
条

三

　
石
田
茂
作
博
士
は
飛
鳥
時
代
の
寺
院
趾
が
常
に
当
時
の
豪
族
の
居

住
地
と
古
墳
と
の
緊
密
な
連
関
の
も
と
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘

　
　
　
　
　
①

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
初
期
仏
教
と
よ
ば
れ
る
竜
の
が
、
何

よ
砂
も
ま
ず
当
時
の
族
長
貴
族
た
ち
の
竜
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
る
。
播
暦
風
土
記
の
地
名
説
話
の
中
に
、
石
神
が
仏
の
像
に
似

て
い
る
と
記
し
な
が
ら
、
顔
に
五
色
の
玉
、
胸
に
流
れ
る
涙
が
あ
り
、

し
か
も
新
羅
人
が
珍
し
が
っ
て
そ
の
顔
を
え
ぐ
っ
た
等
と
記
し
て
い

（　12・　O）



る
が
、
こ
の
よ
う
に
ど
こ
に
仏
像
ら
し
さ
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
ぬ
よ

う
な
叙
述
が
八
世
紀
の
書
物
に
さ
え
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
地
方
の
一

般
民
衆
の
問
に
仏
教
的
知
識
が
な
か
な
か
及
び
え
な
か
っ
た
こ
と
を

示
す
例
証
と
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
初
期
仏
教
に
お
い
て
、
仏
・

法
・
僧
の
三
宝
の
う
ち
僧
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
先

学
の
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
僧
尼
令
の
全
丈
は
い
わ
ゆ
る
宗

教
関
係
法
と
い
う
べ
き
も
の
と
は
全
く
異
り
、
僧
尼
の
行
業
に
関
し

、
て
世
俗
の
政
府
よ
り
す
る
厳
し
い
統
制
規
律
に
終
始
し
て
い
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
、
例
え
ば
推
古
三
二
年
に
、
一
入
の
僧
が
祖
父
を
殺
害
し
た
時
、

天
皇
が
そ
の
破
戒
の
罪
を
当
人
の
み
な
ら
ず
金
僧
尼
に
問
お
う
と
し

た
の
で
、
百
済
僧
観
勒
が
上
表
し
て
馬
入
以
外
の
者
の
免
除
を
願
い
、

や
っ
と
許
さ
れ
た
と
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま

ず
第
一
に
、
当
代
に
あ
っ
て
は
理
念
的
存
在
と
し
て
の
仏
・
法
が
現

実
の
僧
を
通
し
て
把
握
さ
れ
、
僧
と
い
う
地
上
の
タ
ブ
ー
さ
れ
た
特

殊
の
入
格
体
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
、
一
僧
の
破
戒
悪
業
が
直
ち
に
全
僧
団
の
…
罪
と
な
り
、
僧

団
全
体
に
対
し
て
持
戒
の
完
壁
さ
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
神
聖
な
仏

法
が
僧
団
に
よ
っ
て
現
世
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

　
　
　
閻
有
信
仰
の
贋
開
と
仏
教
受
容
（
高
販
）

か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
前
代
以
来
の
入
神
の

観
念
の
濃
厚
な
存
在
の
も
と
、
そ
の
上
に
立
っ
て
仏
法
が
理
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
と
云
え
よ
う
。
次
に
第
二
と
し
て
、
僧
侶
の
行

業
規
定
や
処
罰
が
世
俗
の
権
威
た
る
天
皇
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
た
点
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
崇
駿
三
年
に
大
伴
狭
手
連
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
子
女
を
、
敏
達
コ
ニ
年
に
は
蘇
我
馬
子
が
司
馬
達
止
の
娘
、
嶋

以
下
尊
名
を
撮
家
さ
せ
、
輿
ら
の
仏
殿
に
住
ま
せ
て
い
る
。
こ
う
い

っ
た
や
り
方
は
、
人
神
の
観
念
の
濃
厚
な
存
在
の
も
と
、
自
己
の
旗

縁
者
や
配
下
の
も
の
を
得
度
さ
せ
、
自
已
の
仏
殿
に
住
ま
せ
る
こ
と

に
よ
り
仏
法
の
権
威
を
霞
己
の
内
に
保
有
し
、
そ
れ
を
背
景
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
領
導
し
て
き
た
伝
来
の
宗
教
圏
を
補
強
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
特
に
馬
子
の
場
合
は
、
自

已
の
権
威
を
隷
下
の
豪
族
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
采
女

貢
進
に
み
ら
れ
る
伝
来
の
や
り
方
、
即
ち
、
大
和
勢
力
の
全
国
統
二

の
過
程
で
、
天
皇
が
ア
ラ
ヒ
ト
ガ
ミ
の
霊
異
を
強
化
し
つ
つ
、
由
来
、

地
方
ぞ
独
立
的
に
自
己
の
宗
教
圏
を
領
導
し
て
き
た
諸
族
長
に
娘
を

采
女
と
し
て
貢
進
さ
せ
、
族
長
支
配
の
原
理
を
彼
等
の
率
い
る
宗
教

團
の
内
部
に
ま
で
貫
徹
さ
せ
て
き
た
伝
来
の
ゆ
・
り
方
の
全
く
の
踏
襲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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瞬
有
信
仰
の
畏
開
と
仏
教
受
容
（
高
取
）

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
先
の
天
皇
の
名
に
よ
る
僧
園
統
制
は
、
推

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

古
三
二
年
の
僧
綱
設
置
の
際
、
鞍
部
徳
積
の
風
入
官
僚
が
僧
と
並
ん

で
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
化

改
新
前
後
、
天
皇
が
伝
来
の
族
長
的
権
威
を
背
景
に
、
華
族
長
身
分
層

を
官
僚
費
族
に
組
入
れ
、
そ
れ
を
基
礎
に
全
国
支
配
を
完
了
し
、
叉
、

そ
れ
を
な
し
と
げ
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
、
蘇
我
馬
子
の
や
り
方

が
一
段
と
高
い
意
味
で
拡
大
さ
れ
、
僧
尼
は
天
皇
に
隷
属
す
る
僧
団

に
編
成
さ
れ
、
仏
法
が
天
皇
と
い
う
地
上
の
唯
一
最
高
の
権
威
の
支

柱
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

見
れ
ば
、
六
・
七
世
紀
に
お
け
る
仏
教
は
、
そ
れ
が
族
長
貴
族
た
ち

に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
限
り
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
、
前
代
以
来

彼
等
が
獲
得
し
て
き
た
宗
教
意
識
の
よ
り
一
層
の
展
開
と
明
確
化
の

上
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
、

　
六
世
紀
に
入
る
と
、
在
来
の
大
古
墳
に
ま
じ
り
、
群
小
古
墳
と
よ

ば
れ
る
も
の
が
漸
次
広
汎
に
営
造
さ
れ
は
じ
め
た
と
い
わ
れ
る
、
こ

、
れ
は
・
在
来
の
畿
内
の
大
族
長
達
の
部
民
支
配
の
強
化
に
伴
う
共
同
体

の
上
か
ら
の
分
解
の
進
行
と
並
ん
で
、
そ
の
収
奪
の
問
隙
を
縫
っ
て

下
か
ら
薪
た
な
古
代
家
族
層
が
箆
頭
し
始
め
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一

る
．
こ
の
こ
と
は
族
長
た
ち
が
保
有
し
て
き
た
伝
来
の
権
威
に
対
す
．

る
不
仁
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
、
よ
う
や
く
共
同
体
よ
り
独
立
し
、

多
面
的
な
活
動
を
始
め
よ
う
と
す
る
入
々
は
、
す
ぐ
さ
ま
で
は
な
い

に
せ
よ
、
族
長
に
ま
つ
わ
る
霊
異
、
彼
の
保
有
す
る
祖
霊
の
漠
然
と

子
孫
の
繁
栄
を
約
束
す
る
と
い
う
だ
け
の
性
格
に
は
満
足
し
き
れ
な

く
な
っ
て
く
る
。
．
彼
等
は
白
ら
の
意
志
と
計
画
で
行
動
し
よ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
ら
対
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
佃
々
の
特
殊
な
場
で
、

特
殊
な
神
威
を
直
接
的
に
発
揮
し
て
く
れ
る
も
の
を
求
め
る
よ
う
に

な
る
ぞ
あ
ろ
う
。
六
世
紀
初
頭
の
磐
井
の
乱
は
、
屯
倉
・
岡
荘
の
設

置
を
基
礎
に
全
国
支
配
を
な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
大
漁
勢
力
に
対
す

る
、
地
方
族
長
の
大
規
模
な
抵
抗
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
引
続
く
継

　
　
　
　
　
　
　
⑦

体
・
欽
開
朝
の
・
内
乱
に
始
ま
る
大
和
朝
廷
内
の
諸
豪
族
の
抗
争
は
、
地

方
族
長
の
抵
抗
を
乗
越
え
た
畿
内
の
族
長
貴
族
た
ち
が
、
配
下
の
共

同
体
の
中
か
ら
擁
寄
し
始
め
た
古
代
家
族
層
を
如
何
に
し
て
再
び
配

下
に
再
編
成
す
る
か
と
い
う
苦
闘
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
危
機
を
乗
越
え
よ
う
と
ず
る
中
で
、
族
長
貴
族
達

の
手
で
、
ま
ず
記
紀
神
話
の
原
型
が
定
着
し
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、

（　122　）



　
六
世
紀
初
頭
に
定
着
し
始
め
た
と
い
わ
れ
る
記
紀
神
話
の
原
型
は
、

族
長
貴
族
の
手
に
な
る
限
り
、
完
成
し
た
姿
と
同
じ
く
、
天
皇
の
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ま
セ

神
を
頂
点
と
す
る
血
縁
組
織
に
各
氏
の
祖
神
を
組
入
れ
た
神
統
譜
を

逗
子
と
し
、
未
熱
な
形
で
あ
る
だ
け
に
、
全
て
を
血
縁
擬
制
す
る
天

皇
を
中
心
と
し
た
族
長
的
論
理
が
よ
り
直
接
的
に
表
面
に
現
れ
、

ま
さ
に
大
和
朝
廷
を
構
成
す
る
彼
等
の
世
界
観
の
蓑
蹟
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
し
て
神
統
譜
を
編
む
こ
と
は
、
直
ち
に
宗
教
的
行
為
と
は
い

え
ぬ
が
、
そ
の
背
後
に
祖
先
神
と
い
う
入
薬
事
が
明
確
に
姿
を
と
と

の
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
伝
来
の
租
霊

信
仰
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
族
長
貴
族
達
に
よ
っ
て
ま

ず
彼
等
の
祖
神
と
し
て
の
姿
を
与
え
ら
れ
、
完
成
し
た
記
紀
神
話
の

神
女
さ
え
も
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
神
名
を
も
つ

と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
ほ
ど
み
じ
め
で
、
霊
異
神
と
い
う
べ
き
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
　
「
目
に
見
え
ぬ
も
の
」
に
神
名
を
附
し
、
理

念
的
形
相
な
与
え
る
ほ
ど
に
神
観
の
成
長
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
心
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
常
陸
風
土
記
に
、
量
り
あ
る
神
を
鎮
め

　
　
　
　
ミ
カ
ド

る
た
め
に
朝
に
請
う
て
片
岡
大
連
な
る
も
の
を
派
遣
し
て
も
ら
っ
た

と
の
話
が
あ
る
よ
う
に
、
族
長
費
族
た
ち
は
神
慮
譜
を
奉
数
す
る
こ

　
　
　
園
有
儒
仰
の
展
開
と
仏
教
受
容
ハ
高
取
）

と
に
よ
っ
て
神
の
子
と
し
て
の
確
信
を
薪
た
に
し
、
伝
来
の
宗
教
圏

を
拡
充
し
、
神
威
を
地
方
に
浸
透
さ
せ
つ
つ
地
方
族
長
を
把
握
し
、

そ
の
危
機
を
乗
越
え
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
、

　
し
か
し
、
族
長
費
族
達
が
、
獲
得
し
た
神
に
自
ら
の
祖
神
と
い
う

形
態
を
与
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
問
題
が
残
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
心
頭
を
基
礎
に
、
彼
等
の
世
界
観
と
し
て
ひ
と
た
び
神
統
譜
が

構
成
さ
れ
る
と
、
神
統
譜
は
そ
れ
な
り
に
ヵ
を
発
揮
し
、
そ
の
中
に
貫

徹
し
て
い
る
、
全
て
を
天
皇
の
祖
神
に
帰
洛
さ
せ
る
族
長
的
論
理
は
、

逆
に
、
彼
等
の
好
女
の
寅
由
な
展
開
、
神
々
の
欄
性
的
な
発
展
を
阻

ん
で
し
ま
う
。
時
代
は
少
し
降
る
が
、
六
四
四
年
、
駿
河
の
富
士
川

．
の
辺
で
大
生
部
斜
な
る
者
が
常
世
神
と
い
っ
て
虫
を
祭
る
こ
と
を
村

里
の
人
に
勧
め
、
寿
と
蜜
を
得
る
と
説
い
て
都
鄙
の
人
の
信
仰
を
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
で
、
虫
を
祭
る
と
い
う
点
に
濃

い
精
霊
信
仰
の
姿
を
残
し
て
い
る
け
れ
ど
竜
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い

る
常
世
神
は
誰
の
祖
神
で
も
な
く
、
そ
れ
故
に
一
定
地
域
の
全
て
の

入
に
寿
福
を
与
え
て
く
れ
る
神
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
態
が
こ
の
よ

う
な
神
を
求
め
る
方
向
に
む
か
っ
て
急
速
に
進
む
と
き
、
族
，
長
貴
族

達
は
自
ら
の
神
の
貧
弱
さ
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
斜
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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瞬
麿
信
仰
の
田
圃
糊
と
仏
教
受
崩
谷
（
高
取
）

る
血
縁
擬
制
と
い
う
族
長
的
論
理
で
世
界
を
説
明
す
る
従
来
の
神
統

譜
で
は
確
信
を
も
て
な
く
な
っ
た
彼
等
は
、
誰
の
祖
神
で
も
な
い
常

世
神
を
も
含
み
う
る
た
め
に
、
よ
り
高
い
普
遍
的
理
念
か
ら
彼
等
な

夢
に
世
界
を
説
明
し
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
普
遍
的
神
性
と
し
て
の
仏
が
、
そ
れ
故
に
、
逆
に
随
時
随
所
に
特
殊

の
神
権
を
発
揮
で
き
る
仏
が
、
外
来
の
理
念
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
伝

来
の
地
上
の
権
威
を
補
強
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
新
た
に
仏
教
の
も
た
ら
し
た
偶
像
と
、

金
色
に
輝
く
荘
厳
具
は
大
き
な
威
力
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
。
先
の
虫

を
祭
る
話
で
、
結
局
大
生
部
多
は
浦
臼
を
説
い
た
と
さ
れ
て
秦
河
勝

に
処
罰
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
河
心
勝
が
山
城
大
秦
に
海
丘
寺
を
建
て

の
篤
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
舎
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の
話
は
斗
当
代
の

仏
教
受
容
の
一
般
的
な
事
情
を
明
示
す
る
轟
例
と
い
え
よ
う
。

　
具
体
的
に
は
、
欽
明
朝
以
降
は
物
部
対
蘇
我
の
激
烈
な
抗
争
が
展

開
す
る
に
至
っ
た
。
前
代
以
来
、
伴
造
と
し
て
天
皇
に
直
属
し
、
軍

事
を
担
当
し
て
き
た
物
部
氏
は
、
天
皇
の
伝
統
的
権
威
を
背
景
に
、

自
ら
の
武
力
を
以
て
百
八
十
物
部
を
構
成
し
、
地
方
族
長
を
腹
縁
擬

欄
に
よ
っ
て
配
下
に
入
れ
、
族
長
的
構
成
を
強
化
し
て
危
機
を
乗
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
瞬

ろ
う
と
し
て
い
た
一
こ
れ
に
対
し
て
大
和
の
独
立
の
豪
族
と
し
て
出

発
し
た
蘇
我
氏
は
、
同
じ
く
部
民
支
配
に
依
拠
し
て
い
た
と
は
い
，
え
、

天
皇
を
背
景
に
す
る
物
部
氏
に
対
抗
す
る
に
は
伝
来
の
権
威
は
応
対

的
に
劣
っ
て
い
た
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
蘇
我
氏
が
曲
目
の
向
原
寺
以

来
、
仏
法
の
篤
信
者
と
し
て
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
不
恩
賞
で

は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
・
も
蘇
…
我
氏
は
満
智
以
来
斎
蔵
を
管
理
し
て

一
種
の
財
政
官
僚
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
朝
影
の
朝
鮮
よ
り
の
蚊

奪
部
門
を
担
当
し
、
早
く
か
ら
帰
化
入
を
配
下
に
し
つ
つ
大
陸
丈
化

に
接
し
て
い
た
。
叉
、
そ
の
相
対
的
進
歩
性
の
も
と
、
屯
倉
支
配
に

当
っ
て
竜
田
令
山
田
直
の
下
に
帰
化
人
王
胆
津
を
遣
し
て
田
部
の
名

籍
i
戸
籍
を
作
り
、
族
長
を
介
す
る
在
来
の
部
民
支
配
か
ら
、
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
あ
っ
て
そ
れ
を
直
接
に
支
配
す
る
方
向
を
打
嵩
し
て
い
た
、
こ
こ

に
、
特
に
屯
倉
支
配
に
当
っ
て
血
縁
擬
制
の
み
に
頼
ら
ず
、
戸
籍
を

作
る
法
的
支
配
に
一
歩
踏
賢
し
て
い
た
蘇
…
論
語
は
、
抽
象
的
理
念
と

し
て
の
仏
神
一
そ
れ
故
に
ゆ
る
み
か
け
た
従
来
の
宗
教
圏
を
再
編
ぞ

き
る
仏
神
を
奉
戴
す
る
資
格
が
充
分
準
備
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
物
部
守
屋
対
蘇
我
馬
子
の
排
仏
書
神
論
争
も
決
し
て
単
な

る
伝
説
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
り

（12・4）



　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
伝
来
の
や
り
方
を
強
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
勢
力
を
細
断
し
、
活
路
を
見
禺
そ
う
と
し
た
物
部
氏
と
、

い
わ
ゆ
る
至
善
依
拠
し
つ
つ
相
対
的
に
新
ら
し
い
や
り
方
ぞ
対

処
し
よ
う
と
し
た
蘇
我
氏
と
の
抗
争
は
、
そ
れ
自
身
、
当
代
の
族
長

費
族
の
置
か
れ
て
い
た
危
機
の
深
刻
さ
を
物
語
っ
て
い
る
．
そ
し
て

彼
等
は
こ
の
巨
大
豪
族
の
抗
争
を
眼
前
に
見
、
そ
れ
に
捲
込
ま
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
主
導
権
を
見
失
い
、
自
ら
の
危
機
、
伝
来
の
権

威
の
減
退
を
具
さ
に
感
得
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
彼
等
は
自
己
の

世
界
、
自
己
の
支
配
の
守
護
者
か
ら
、
更
に
進
ん
で
救
済
者
を
求
め
、

仏
法
に
心
を
惹
か
れ
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
当
初
帰
化

氏
族
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
仏
法
は
、
蘇
我
氏
の
覇
権
が
確
立

し
て
ゆ
く
過
程
に
全
族
長
貴
族
層
の
閥
に
浸
透
し
、
引
続
き
開
始
さ

れ
た
皇
室
対
蘇
…
我
氏
の
抗
争
の
中
に
、
彼
等
の
尊
儒
を
集
め
る
に
至

っ
た
の
ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。

＠＠＠o
石
田
茂
作
博
土
、
飛
鳥
時
代
寺
院
趾
の
研
究

播
磨
風
土
記
揖
保
郡
条

日
本
書
紀
二
二
天
皇
世
二
年
四
月
条

目
本
書
紀
崇
発
見
皇
三
年
条

　
周
有
信
仰
の
展
簸
聞
と
仏
鋤
嚇
受
容
．
（
高
取
）

＠＠＠・＠＠＠⑭⑫

言
上
　
宝
達
天
皇
十
三
年
九
月
条

嗣
右
　
推
古
釆
皇
冊
二
年
四
月
三

星
㎜
箆
険
＝
二
郎
氏
、
継
7
体
・
款
明
朝
内
侃
の
史
的
分
析
（
立
命
懸
軍
巨
巌
ず
八

八
）
な
お
氏
は
仏
教
受
容
の
問
題
を
こ
の
時
期
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

常
陸
風
土
記
久
慈
郡
条

日
本
書
紀
皇
趣
天
皇
三
年
七
月
粂

東
晶
氏
、
　
一
九
五
二
年
塵
属
本
史
研
究
会
大
会
報
告
（
日
本
史
研
究
五

二
年
度
大
会
特
輯
号
）

門
脇
禎
二
氏
、
前
掲
五
重
、
臼
本
書
紀
三
明
天
皇
十
四
年
、
岡
辮
年
正

月
粂

井
上
光
貞
氏
、
国
造
制
の
成
立
（
史
学
雑
誌
六
〇
の
一
一
）

む
　
す
　
び

　
勿
論
、
繰
返
え
す
ま
で
も
な
く
、
い
か
に
熾
烈
に
求
め
ら
れ
て
も
、

族
長
貴
族
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
限
り
は
、
当
代
の
仏
教
は
彼
等
の

現
世
の
支
配
の
強
化
の
た
め
の
竜
の
で
あ
っ
た
．
聖
徳
太
子
の
個
入

の
思
想
体
系
に
つ
い
て
詳
説
す
る
準
備
は
な
い
け
れ
ど
も
、
　
「
世
闇

　
　
　
　
　
　
①

虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
の
諦
念
に
立
ち
つ
つ
も
、
同
時
に
摂
政
の
地
位

に
あ
り
、
自
ら
菩
薩
大
士
、
現
世
に
お
け
る
仏
法
の
体
現
隔
た
る
の

信
念
の
も
と
、
仏
国
土
を
現
世
に
具
現
せ
ん
と
の
理
想
に
燃
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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岡
有
儒
…
仰
の
展
開
と
仏
教
悪
（
容
（
高
取
）

　
　
　
　
　
　
　
②

た
と
，
い
わ
れ
る
太
子
は
、
飛
鳥
貴
族
の
信
仰
を
如
実
に
代
表
し
て
い

る
の
ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。
当
代
に
あ
っ
て
は
、
現
当
二
世
の
安
楽
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

約
束
し
て
く
れ
る
仏
は
、
　
「
仏
神
者
恐
者
ニ
ア
リ
ケ
リ
」
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
強
烈
な
霊
威
力
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
六
二

四
年
に
既
に
僧
…
綱
を
設
け
、
自
己
の
も
と
に
僧
団
を
編
成
し
つ
つ
、
藩
…

々
と
地
上
の
権
威
を
整
備
し
て
行
っ
た
天
豊
が
、
大
化
改
新
を
な
し

　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
げ
た
と
き
、
蒙
永
博
士
の
説
か
れ
る
仏
法
の
第
一
次
衰
退
期
に
入

っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
族
長
貴
族
た
ち
は
確
立
さ
れ
た

律
令
的
古
代
天
皇
制
の
も
と
に
宮
僚
貴
族
と
し
て
自
ら
の
地
位
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

幽
し
門
天
御
中
主
神
以
下
の
優
れ
て
理
念
的
な
神
々
を
頂
点
に
置
き
、

そ
れ
故
に
国
土
山
川
全
て
を
包
摂
し
う
る
よ
う
記
紀
神
統
譜
の
最
後

的
改
編
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
江
薮
り
に
自
己
の
権
威
と
主
導
権

を
確
認
し
た
彼
等
に
と
っ
て
、
仏
法
も
ま
た
彼
等
の
世
界
の
守
護
者

と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
官
寺
仏
教
と
し
て
姿
を
と
と
の
え
て
行
っ
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
逆
に
い
え
ば
、
推
古
朝
前
後
の
仏
法
興
隆
は
、
自
ら

を
律
令
制
下
の
官
僚
貴
族
に
転
化
さ
す
か
し
な
い
か
の
竿
頭
に
立
た

さ
れ
た
、
族
長
貴
族
た
ち
の
苦
悩
の
側
薗
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

①
　
策
寿
国
曼
茶
羅
織
帳

＠＠＠⑤

一
六

姉
整
正
治
博
士
内
聖
徳
太
子
の
大
士
理
想

元
興
寺
伽
藍
縁
起

家
永
三
郎
博
士
、
飛
鳥
寧
楽
朝
に
於
け
る
仏
法
興
隆
運
動
（
上
代
仏
教

田
田
制
心
珈
処
㍑
朔
究
）

津
由
左
宕
吉
博
士
、
日
本
古
典
の
研
究
上

史
学
研
究
会
例
会

時
　
四
月
廿
闘
臼
（
土
）
午
後
一
時

場
　
所
　
京
都
大
学
楽
友
会
館
（
市
電
近
衛
通
下
車
）

講
師
並
に
演
題

　
地
域
研
究
に
お
け
る
二
、
三
の
方
向

　
中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
と
農
耕
民

岩
田
慶
治
臨

書
　
田
　
明
氏
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Ni　ational　Beliefs　ancl　the　lntrocluction　of　Buddhisih

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．　Takatori

　　liVith　tl］e　introductien　of　IBuddhisniL　Jayan　ctti’ne　into　inti．RiLate　cont’iLct　with

tiiL’・　Ccn　tingntal　¢ttlture．　1’t）very　gra（ile　of　our　fi，o¢’iety　xxras　stttJurttted　Nvltl）　its

i・£．・el］ce，　b・t倉・n・the・・tLt・｝…しl　viewp・lut・f臨t・・y　ft　will　be・ee・・h・

tmo甑erユighじエn（．）ther　words｛t際…d｝e　process　of　the　stru991e　ohew

ideologiL“s　with　the　o｝（／1．　’

　　r1’he　：tini　of　this　ttrt’｝c”ie　is　to　interprete　the　ii，itroduct’；’on　of　lluddliisni

fl’ol・・th1s】）ew　tu〕91留　脅rst　to　tr乙しce　tlle　nし漁・〕＝し1　ch犠rしLcter　in　our　rcligious

bellefs，　seconclly　to　see　in　those　bell，efs　s’soni¢　tetidency　towttrd　tl）．e　’ a”ddhi－

stic　f．fre／tanscliatitin．．pt　ancl　lastly　to　expltLin　t’he　slxL’ci，fic　chttrtLcter　of　．l／i｝nddhi－

sni　of　the　？／JsulL’a　（ll’lysLS”，／’ee一）　era　in　the　re］igious　clevelopinent　of　ouy　country

in　sreneral．

　　　　　An　lnquk’y　into　the　Name　of　Charnpa　in　lnclo－China

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逼．．Su9三moto

　　The　au‘Jior　of　d互e　l）resent　study　瓢ms，　by　ex乏．uuinhlg　the　l）tしme　of　Cha－

mpしし，乙もt　revett玉ing　th渇しt　since　it　htLd　the　city　tLl．、d　k｛1．｝gdom　of　the　s乙しid　ntしme

oii　the　GtLnges　N．　rorth　lndia　is，　in　all　prol／）abili．ty，　the　niother一］tLpd　of　the

αしrly　lndian’｛mmigrししn船ln　ChtしmP＝し，．

　　According　tQ　bis　researcheri，　it　sreenis　to　the　ttuthor　that　the　colonists　xvho

αしme£rom　No油工udlξしto　ChこしmPこし，魚dillg　there　severtし1　topogrこしPhiαし1

siinilaritic－s，　ttndi　s．o　perhap／s　lonL，r，ing　for　their　hon｝e　noxv　and　th（en，　niay

have　given　the　native　ttppelltttic｝n　to　their　ne；v　colony，　as　ssras　eften　’Lhe

case　in　other　placF“s・

　　’1”his　rL，，sul£　ivl’11　not　con｛’l　i．ct　with　tl｝e　conc｝usion　obtainecl　by　the　st・une

aiithor　from　ttnother　study　entitlecl　“An．ffi．）・toriea／　Pi・oblem　of　t／te　lnt／i（uz

Cu／tui’c　iii　一llnt／o－Cltina”　froiu　the　viewpoint　of　the　calendax　syg．　tem　of

Chainptt　in　co．　inpari．op　“rith　thos；e　of　North　ttnd　South　lndia．

（CllS）


