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書
評福

永
光
司
著
『
道
教
と
日
本
文
化

』

佐
　
藤

明

　
著
者
の
福
永
光
司
氏
は
、
道
家
思
想
・
道
教
の
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
最
近
特
に
道
教
の
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
と
い
う
問

題
に
関
心
を
持
た
れ
、
日
本
文
化
を
新
し
い
視
点
か
ら
考
え
よ
う
と
さ
れ
る
点
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
て
の
問
題
に
つ
い
て
講

演
さ
れ
た
も
の
、
或
い
は
研
究
報
告
と
し
て
筆
録
さ
れ
た
も
の
、
さ
ら
に
は
随
筆
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
な
ど
を
一
冊
の
書
物
に
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
十
八
章
の
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
短
篇
よ
り
成
っ
て
い
る
。
そ
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω②㈲ω㈲㈲ω㈹⑨

日
本
の
古
代
史
と
中
国
の
道
教
－
天
皇
の
思
想
と
信
仰
を
中
心
と
し
て
ー
ー

日
本
古
代
の
神
道
と
中
国
の
宗
教
思
想

八
角
古
墳
と
八
稜
鏡
一
古
代
日
本
と
八
角
形
の
宗
教
哲
学
一

聖
徳
太
子
の
冠
位
十
二
階
－
徳
之
仁
・
礼
・
信
・
義
・
智
の
序
列
に
つ
い
て
i

山
上
三
三
と
病
気
i
日
本
古
代
の
道
教
医
学
－

平
安
時
代
の
道
教
学

風
に
乗
る
仙
人

中
江
藤
樹
と
神
道

江
戸
期
の
老
荘
思
想
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⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑰⑱

益
軒
の
『
養
生
訓
』
と
梅
園
の
『
養
生
訓
』

三
浦
梅
園
と
『
荘
子
』
と
陶
弘
景

三
浦
梅
園
と
道
教

岡
倉
天
心
と
道
教

日
本
人
と
老
荘
思
想

「
木
鶏
」
の
哲
学
－
名
横
綱
双
葉
山
に
よ
せ
て
i

『
観
音
経
』
と
道
教
－
日
本
人
の
観
音
信
仰
に
よ
せ
て
1

京
都
と
大
陸
の
宗
教
文
化

道
教
の
研
究
と
私
一
あ
と
が
き
に
か
え
て
一

（
な
お
章
の
上
の
数
字
、
ω
・
②
な
ど
は
評
者
が
便
宜
上
施
し
た
も
の
で
あ
る
）

　
本
書
は
、
構
成
を
一
覧
し
た
だ
け
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
様
々
の
内
容
か
ら
な
り
、
専
門
家
に
と
っ

て
も
「
般
の
読
者
に
と
っ
て
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
感
興
の
趣
く
ま
ま
に
ど
こ
か
ら
で
も
手
を
染
め
た
く
な
る
よ
う
な
、

広
い
展
望
を
孕
ん
だ
労
作
で
あ
る
。

　
さ
て
本
書
は
、
．
『
道
教
と
日
本
文
化
』
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
文
化
に
与
え
た
道
教
の
影
響
と
い
う
問
題
が
主
要
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
。

　
⑱
　
道
教
の
研
究
と
私
一
あ
と
が
き
に
か
え
て
一

は
、
著
者
が
本
書
を
ま
と
め
る
に
当
っ
て
”
あ
と
が
き
“
と
し
て
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
著
者
自
身
道
教
と
の
選
遁
に

つ
い
て
触
れ
て
お
ら
れ
る
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
で
『
弘
明
集
』
や
『
白
氏
文
集
』
を
会
読
す
る
中
で
道
教
に
関
心

を
寄
せ
て
い
た
著
者
が
、
本
格
的
に
道
教
の
研
究
に
進
ま
れ
た
の
は
、
人
文
科
学
研
究
所
の
同
僚
で
あ
っ
た
上
山
春
平
教
授
の
「
日
本
古
代
学

に
対
す
る
精
力
的
な
勉
学
と
鋭
く
新
鮮
な
見
識
と
に
圧
倒
さ
れ
」
た
（
本
書
二
四
〇
頁
）
か
ら
で
あ
る
と
自
ら
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
以
後
道

教
の
教
典
で
あ
る
『
正
統
奮
励
』
を
読
み
進
め
ら
れ
、
道
教
の
研
究
は
『
道
蔵
』
を
読
み
通
し
、
も
し
く
は
読
み
通
す
こ
と
を
前
提
と
し
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て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
二
四
一
頁
）
と
主
張
す
る
著
者
が
考
え
て
お
ら
れ
る
道
教
の
定
義
と
は
、

　
「
道
教
．
と
は
、
中
国
古
来
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
呪
術
信
仰
を
基
盤
と
し
、
そ
の
上
部
に
儒
家
の
神
道
と
祭
祀
の
儀
礼
・
思
想
、
老
荘

　
道
家
の
『
玄
』
と
『
真
』
の
形
而
上
学
、
さ
ら
に
は
仏
教
の
業
報
輪
廻
と
解
脱
、
な
い
し
は
衆
生
済
度
の
教
理
・
儀
礼
な
ど
を
重
層
的

　
・
複
合
的
に
採
り
入
れ
、
階
唐
の
時
代
に
お
い
て
宗
教
教
団
と
し
て
の
組
織
と
儀
礼
と
神
学
と
を
一
応
完
成
す
る
に
至
っ
た
、
”
道
の

　
不
滅
“
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
究
極
の
理
想
と
す
る
中
国
民
族
〔
漢
民
族
〕
の
土
着
的
・
伝
統
的
な
宗
教
で
あ
る
。
」
（
二
四
六
頁
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
自
ら
が
、
「
私
の
こ
の
定
義
が
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
内
外
の
道
教
研
究
者
の
定
義
と
異
な
る
点
は
、

儒
学
－
特
に
易
学
と
礼
学
1
、
お
よ
び
仏
教
の
教
理
学
を
道
教
の
神
学
〔
宗
教
哲
学
〕
の
中
に
包
み
こ
み
、
も
し
く
は
そ
の
中
に
組

み
こ
も
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
（
二
四
六
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
教
そ
れ
自
体
だ
け
を
限
定
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、

広
い
中
国
思
想
史
の
中
で
、
儒
教
・
仏
教
を
含
ん
だ
広
い
視
野
の
中
で
道
教
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
点
に
著
者
の
特
徴
が
あ
る
。

　
さ
て
、
著
者
が
特
に
道
教
と
日
本
古
代
の
宗
教
思
想
と
の
関
係
に
関
心
を
も
た
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
既
に
述
べ
た
上
山
教
授
の
影
響

で
あ
り
、
今
一
つ
は
”
天
皇
の
都
“
で
あ
る
京
都
で
大
学
生
活
を
過
ご
さ
れ
、
「
天
皇
の
統
率
し
た
ま
う
」
「
わ
が
国
の
軍
隊
」
の
兵
士

と
し
て
青
春
時
代
の
数
年
間
を
中
国
大
陸
の
戦
場
で
過
ご
さ
れ
た
（
二
四
七
頁
）
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
従
っ
て
本
書
で
採
り
上

げ
ら
れ
る
様
々
の
問
題
の
中
で
そ
の
出
発
・
中
心
と
な
る
の
は
、
日
本
古
代
の
「
天
皇
」
及
び
「
神
道
」
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
今
回
の
書
評
で
は
、

　
ω
　
日
本
の
古
代
史
と
中
国
の
道
教
一
天
皇
の
思
想
と
信
仰
を
中
心
と
し
て
一

　
②
　
日
本
古
代
の
神
道
と
中
国
の
宗
教
思
想

の
二
つ
を
中
心
に
見
て
み
た
い
。
特
に
ω
は
本
書
の
い
わ
ば
”
序
“
に
も
当
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
基
本
的
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
．
、
ま
ず
こ
の
部
分
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
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始
め
に
著
者
は
、
従
来
の
日
本
の
古
代
史
、
特
に
古
代
宗
教
思
想
史
の
中
で
、
道
教
が
歯
桿
見
る
べ
き
影
響
関
係
を
持
た
な
い
と
考
え

ら
れ
て
き
た
主
要
な
原
因
と
し
て
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
そ
の
｛
つ
は
、
本
居
宣
長
を
代
表
と
す
る
国
学
者
達
の
学
説
で
、
日
本
の
古
代
を
神
代
と
し
て
捉
え
、
日
本
の
古
代
社
会
を
歴
史
的
事



実
と
は
異
な
る
純
粋
に
理
想
的
な
宗
教
的
世
界
を
観
念
的
に
設
定
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
今
一
つ
は
、
仏
教
の
僧
侶
達
の
主

張
で
あ
り
、
他
の
宗
教
、
特
に
中
国
の
道
教
に
対
し
て
激
し
い
非
難
と
攻
撃
を
加
え
、
道
教
は
単
な
る
鬼
道
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
仏
教

に
よ
っ
て
超
克
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
国
学
者
や
僧
侶
達
の
主
張
に
起
因
し
て
、
日

本
古
代
史
の
研
究
者
（
新
し
く
は
津
田
左
右
吉
や
和
辻
哲
郎
の
日
本
文
化
論
な
ど
）
も
、
宗
教
に
つ
い
て
は
仏
教
の
み
に
注
目
し
、
道
教

の
神
学
や
教
理
・
学
を
学
問
的
に
研
究
し
、
そ
れ
ら
を
日
本
古
代
の
宗
教
思
想
と
の
密
接
な
関
連
性
を
実
証
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
学
者

は
殆
ど
な
か
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
著
者
は
そ
れ
ら
の
見
解
に
疑
問
を
も
た
れ
、
道
教
が
日
本
古
代
の
宗
教
思
想
に
対
し
て
重
要
な
影
響
関
係
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
、
具
体
的
に
七
つ
の
例
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、

↓
　
「
天
皇
」
の
語
は
・
中
国
に
由
来
す
る
も
の
で
・
そ
れ
は
北
極
星
を
神
格
化
し
た
神
の
名
で
あ
り
・
ま
た
「
鄭
魂
」
の
語
も
仙
道
の

（　
　
　
　
　
　
　
　
琵

　
体
験
者
で
あ
る
「
真
人
」
に
由
来
す
る
こ
と
。

口
　
天
皇
の
位
を
象
徴
す
る
二
種
の
神
器
（
「
鏡
」
と
「
剣
」
）
を
尊
ぶ
考
え
は
、
道
教
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
　
皇
室
で
は
紫
の
色
を
尊
ぶ
が
、
道
教
の
神
で
あ
る
「
天
皇
大
帝
」
が
住
む
所
を
「
紫
宮
」
と
呼
ぶ
こ
と
。

く⑳
「
天
孫
降
臨
」
の
菟
が
、
例
え
ば
『
太
平
経
』
の
中
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
「
神
で
あ
る
人
間
」
即
ち
「
驚
」
の
思
想
も
、

　
古
く
は
『
荘
子
』
の
中
で
「
神
人
」
・
「
真
人
」
と
い
う
形
で
現
れ
る
の
を
始
め
と
し
て
道
教
に
見
ら
れ
る
こ
と
。

劫
　
天
皇
の
長
寿
を
祈
願
す
る
祝
詞
の
文
章
の
中
に
「
東
王
父
」
「
西
王
母
」
「
皇
天
上
帝
」
「
三
極
大
君
」
な
ど
の
神
の
名
が
見
ら
れ

（　
る
が
、
こ
れ
ら
は
道
教
ま
た
は
道
教
的
な
神
の
名
で
あ
る
こ
と
。

㈹
　
天
皇
が
元
旦
に
行
う
「
四
方
拝
」
の
儀
式
は
、
中
国
の
道
教
の
宗
教
儀
礼
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈹
　
『
日
本
書
紀
』
で
初
め
て
用
い
ら
れ
る
「
神
道
」
の
語
は
、
中
国
の
「
神
道
」
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
て
い
る
こ
と
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
は
以
上
の
結
び
と
し
て
、
「
…
…
日
本
神
道
の
教
理
学
が
宗
教
哲
学
〔
神
学
〕
と
し
て
次
第
に
理
論
化
さ
れ
て
い
べ
よ
う
に
な
り

ま
す
と
、
そ
の
宗
教
哲
学
〔
神
学
〕
の
な
か
に
は
必
然
的
に
中
国
の
道
教
の
教
理
学
が
全
面
的
に
導
入
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
伊
勢
神
道
や
垂
加
神
道
、
吉
田
神
道
や
平
田
神
道
な
ど
の
具
体
的
な
教
理
学
の
内
容
が
、
こ
の
経
緯
と
始
末
と
を
明
確
に
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示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
十
分
に
学
問
的
な
実
証
は
、
な
お
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
L

（
一

ｪ
頁
）
と
述
べ
、
日
本
文
化
の
中
で
中
国
の
道
教
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
従
来
扱
わ
れ
な
か
っ
た
学
問
分
野
へ
の
道
が

あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
章
、

　
②
　
日
本
古
代
の
神
道
と
中
国
の
宗
教
思
想

で
な
、
第
一
章
と
視
点
を
換
え
て
（
例
え
ば
平
田
篤
胤
の
神
道
観
を
通
し
て
見
る
こ
と
な
ど
）
日
本
の
古
代
の
神
道
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
古
事
記
の
個
々
の
記
述
に
お
け
る
道
教
の
影
響
に
つ
い
て
触
れ
、
古
代
日
本
社
会
に
お
け
る
道
教
の
影
響
を
重
ね
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
以
下
の
第
三
章
か
ら
第
七
章
に
至
る
ま
で
は
、
平
安
期
以
前
の
文
化
に
与
え
た
道
教
の
影
響
に
つ
い
て
様
々
の
問
題
を

と
り
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
章
の
第
四
節
に
当
る
「
中
国
古
代
の
神
道
の
系
譜
」
（
四
三
頁
以
下
）
で
触
れ
て
い
る

著
者
の
中
国
古
代
哲
学
に
お
け
る
神
道
観
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
の
立
場
と
は
、
「
上
帝
を
原
点
に
置
い
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
方
向

と
肯
定
す
る
方
向
に
中
国
古
代
思
想
史
の
展
開
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
い
う
考
え
方
」
（
四
五
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
上
帝
」
と
は
、

『
詩
経
』
や
『
書
経
』
に
出
て
く
る
宇
宙
の
最
高
神
で
あ
る
「
昊
天
上
帝
」
の
こ
と
で
、
そ
の
否
定
の
方
向
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
換
え

れ
ば
原
理
化
の
方
向
で
み
り
、
例
え
ば
儒
家
が
「
天
」
、
道
家
が
「
道
」
、
法
家
が
「
法
」
と
い
う
よ
う
に
各
学
派
が
「
上
帝
」
を
そ
れ

ぞ
れ
原
理
的
な
略
の
に
置
き
換
え
え
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
一
方
、
上
帝
を
「
肯
定
」
す
る
方
向
と
は
、

　
〔
墨
子
〕
i
レ
†
〔
董
仲
野
〕
－
－
↓
〔
道
教
〕

と
図
式
さ
れ
る
庵
の
で
、
「
上
帝
」
が
人
の
行
為
に
よ
っ
て
「
賞
・
罰
」
或
い
は
「
災
異
・
祥
瑞
」
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
道

教
の
功
過
の
思
想
も
こ
の
流
れ
の
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
ざ
て
、
こ
て
で
著
者
の
中
国
古
代
の
神
道
観
に
つ
い
て
触
れ
た
の
は
、
著
者
自
ら
が
こ
の
章
の
最
後
に
、
「
日
本
に
お
け
る
神
道
と
中

国
に
お
け
る
宗
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
問
題
も
、
も
っ
と
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
も
っ
て
展
望
し
、
東
ア
ジ
ア
的
な
視
野

を
も
っ
て
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
中
国
に
お
け
る
神
の
あ
る
文
明
の
流
れ
1
有
神
論
の
思
想
の
系
譜
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1
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
」
（
五
五
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

教
の
影
響
を
見
る
上
で
も
こ
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
思
想
史
へ
の
道

　
第
八
章
以
下
、
。
あ
と
が
き
“
に
当
る
第
十
八
章
を
除
く
第
十
七
章
ま
で
は
、
主
に
江
戸
期
以
降
の
道
教
及
び
老
荘
思
想
の
日
本
に
お

け
る
受
容
の
聞
題
が
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
う
ち
特
に
こ
の
問
題
を
概
括
的
に
．
扱
っ
た
の
は
、

　
ゆ
　
江
戸
期
の
老
荘
思
想

　
⑭
　
日
本
人
と
老
荘
思
想

の
二
章
で
あ
る
。
第
九
章
の
し
め
く
く
・
り
に
、

　
「
た
だ
し
か
し
、
老
荘
の
思
想
も
ま
た
儒
教
の
そ
れ
と
同
じ
く
本
来
中
国
の
思
想
で
あ
っ
た
。
中
国
の
思
想
に
対
す
る
日
本
的
な
思
想

　
の
自
覚
は
必
然
的
に
ま
た
こ
の
老
荘
思
想
を
も
排
撃
す
る
。
老
荘
思
想
は
そ
の
矛
盾
と
屈
折
の
中
で
日
本
的
な
思
想
の
独
自
性
を
発
酵

　
さ
せ
る
触
媒
の
役
割
を
江
戸
期
で
は
果
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
（
一
二
六
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
恐
ら
く
著
者
は
、
日
本
的
な
思
想
（
神
道
）
と
中
国
の
思
想
（
儒
教
）
は
本
来
異
質
で
あ
り
、
そ
れ
を
繋
い
で
日

本
的
な
独
創
的
な
も
の
を
確
立
す
る
役
割
を
江
戸
期
の
老
荘
思
想
が
果
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
思
想
の
日

本
で
の
受
容
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
従
来
な
か
っ
た
新
し
い
視
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一8
0
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以
上
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、
本
書
は
従
来
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
な
か
っ
た
道
教
の
日
本
文
化
へ
の
影
響
と
い
う
問
題
を
採
り
・

上
げ
た
も
の
で
、
ま
た
形
の
上
か
ら
見
れ
ば
い
わ
ば
エ
ッ
セ
イ
集
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
書
評
に
お
い
て
も
、
個
人
的

感
想
を
も
含
め
て
自
由
な
立
場
か
ら
見
よ
う
と
考
え
る
が
、
そ
の
際
本
書
か
ら
今
後
発
展
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
道
教
を
含
め
た
中

国
思
想
が
ど
の
よ
う
に
日
本
思
想
史
に
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
、
こ
れ
か
ら
の
日
中
両
思
想
史
の
比
較
・
関
係
に
つ
い
て
の
課
題

に
限
っ
て
み
た
い
。

　
第
一
に
、
日
本
に
影
響
を
与
え
た
道
教
を
い
か
に
概
念
規
定
す
る
か
と
い
う
問
題
を
挙
げ
，
た
い
。
例
え
ば
中
国
も
日
本
も
同
じ
農
耕
文

明
で
あ
り
、
大
陸
か
島
国
か
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
地
理
的
に
も
近
く
、
恐
ら
く
は
人
種
的
に
も
近
い
関
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と



宗
教
信
仰
に
お
い
て
も
多
く
の
点
で
同
じ
よ
う
な
発
想
を
と
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
土
偶
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
原
始
信
仰
、
古
墳
の
埋
葬
品
な
ど
よ
り
想
像
さ
れ
る
死
後
の
世
界
へ
の
期
待
、
さ
ら
に
は
本
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
古
代
神
話

な
ど
、
そ
れ
ら
を
日
本
古
来
の
も
の
と
見
る
か
道
教
の
影
響
と
見
る
か
、
そ
れ
を
何
を
基
準
に
し
て
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
想
定
さ
れ

よ
う
。
そ
の
際
中
国
に
お
け
る
道
教
の
定
義
と
は
別
に
、
日
本
に
お
い
て
何
を
或
い
は
ど
こ
ま
で
を
道
教
と
考
え
る
か
と
い
う
定
義
が
必

要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
第
二
に
、
第
一
と
も
関
連
し
て
中
国
の
道
教
を
見
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
道
教
の
基
盤
と
も
な
っ
た
著
者
の
言

わ
れ
る
「
．
有
神
論
の
思
想
の
系
譜
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
著
者
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
（
四
四
頁
）
、
従
来
の
シ
ナ
学

は
儒
教
の
教
典
中
心
で
い
わ
ば
無
神
論
の
系
統
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
今
後
は
逆
の
立
場
で
あ
る
有
神
論
の
系
統
、
或
い
は
従
来

の
研
究
で
見
過
さ
れ
て
き
た
「
神
」
の
思
想
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
重
要
に
な
る
の
は
、
一
つ
に
は
今
ま
で
研
究
の
遅
れ

て
い
た
墨
家
の
思
想
で
あ
り
、
今
一
つ
は
道
教
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
道
家
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
こ
の
研
究
の
方
向
に
示
唆

を
与
え
る
も
の
と
し
て
ニ
ー
ダ
ム
の
優
れ
た
業
績
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
書
と
ほ
ぼ
同
時
に
公
に
さ
れ
た
曽
布
川
寛
氏
の
『
三
管
山
へ

め
昇
仙
－
古
代
中
国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
i
』
（
中
公
新
書
）
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
書
は
美
術
史
・
考
古
学
の
立
場
よ
り
中
国
古

代
の
宗
教
信
仰
を
思
想
史
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
実
証
的
に
扱
，
つ
た
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
道
教
の
日
本
へ
の

影
響
を
考
え
る
場
合
、
日
本
・
中
国
双
方
の
神
学
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
江
戸
期
以
降
の
道
教
或
い
は
道
家
の
影
響
を
見
る
場
合
、
古
代
と
は
異
な
っ
た
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時

代
に
老
荘
思
想
の
流
行
を
見
た
が
、
（
そ
れ
は
五
山
文
化
に
源
を
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
）
江
戸
詰
に
は
道
教
よ
り
も
老
荘
そ
の

も
の
、
し
か
も
そ
れ
は
書
物
を
通
し
て
の
知
識
か
ら
の
受
容
が
高
い
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。
従
っ
て
江
戸
以
降

の
道
家
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
よ
り
実
証
的
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
著
者
は
江
戸
期
の
老
荘
思
想
を

儒
教
と
神
道
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
と
ら
え
π
が
、
そ
の
性
格
を
文
献
の
上
か
ら
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
明
治
以
降
に
つ
い
て
は
、
道
家
思
想
の
影
響
が
、
反
俗
の
徒
・
或
い
は
社
会
主
義
の
立
場
に
立
つ
、
坪
内
適
期
・
中
江
兆
民

・
幸
徳
秋
水
ら
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
（
一
九
一
頁
琴
そ
れ
ら
を
江
戸
期
の
老
荘
思
想
の
流
れ
と
連
続
し
て
見
た
場
合
ど
の
よ
う
な
経
過
が

あ
っ
て
展
開
し
た
の
か
も
注
目
す
べ
き
点
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
て
、
著
者
の
福
永
光
司
氏
は
、
中
国
に
お
け
る
老
荘
思
想
史
の
研
究
が
専
門
で
あ
り
、
特
に
『
荘
子
』
（
中
公
新
書
）
は
多
く
の
反
響

を
呼
ん
だ
書
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
道
教
、
さ
ら
に
は
道
教
の
日
本
文
化
へ
の
影
響
へ
と
専
門
を
広
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
研
究
を
一

覧
し
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
津
田
左
右
吉
博
士
の
業
績
で
あ
る
。
博
士
も
『
道
家
の
思
想
と
そ
の
展
開
』
を
著
わ
さ
れ
、
中
国
古
代

思
想
史
の
研
究
と
共
に
日
本
思
想
史
の
研
究
、
さ
ら
に
は
中
国
思
想
の
日
本
思
想
史
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
に
ま
で
及
び
、
い
わ
ば

津
田
学
老
い
う
べ
き
も
の
を
打
ち
立
て
ら
れ
た
。

　
中
国
思
想
史
の
分
野
で
は
、
津
田
学
は
し
ば
し
ば
テ
キ
ス
ト
の
操
作
に
お
い
て
懐
疑
的
・
批
判
的
過
ぎ
る
と
の
評
価
を
受
け
て
き
た
が
、

最
近
の
考
古
学
的
発
掘
の
成
果
な
ど
か
ら
考
え
合
わ
す
と
、
む
し
ろ
津
田
博
士
の
見
解
の
実
証
性
が
確
認
さ
れ
る
方
向
へ
進
ん
で
い
る
よ

う
に
思
え
る
し
、
『
満
鮮
歴
史
地
理
研
究
』
の
分
野
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
思
想
史
・
日
本
文
学
史

の
研
究
に
対
す
る
評
価
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
福
永
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
津
田
博
士
の
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
道
教
の
影
響
に
つ
い
て
重
視
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
あ

り
問
題
点
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
思
想
の
日
本
思
想
史
へ
の
影
響
に
つ
い
て
一
定
の
見
解
を
示
し
た
点
で
は
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
分
野
の
研
究
を
学
問
と
し
て
成
立
さ
せ
て
ゆ
く
場
合
、
や
は
り
津
田
学
の
成
果
を
軸
に
し
て
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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従
来
の
中
国
思
想
史
の
研
究
で
は
、
中
国
思
想
の
日
本
へ
の
影
響
と
い
う
問
題
は
も
と
よ
り
、
中
国
思
想
を
今
日
の
社
会
に
紹
介
し
、

い
か
に
活
用
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
問
う
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
本
書
が
評
価
さ
れ
る
第
一
の
点
は
ま
さ

に
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
今
後
我
々
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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