
特集・〈型〉のダイナミズムⅡ

筆
者
は
以
前
、
「
仏
教
神
話
学
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
二
冊
の
本
を
書

いた加、「仏教神話」という用語は、けっして一般に受け入れ

ら
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「
仏
教
神
話
学
」
と
名
づ
け

ら
れ
た
大
学
の
講
座
は
、
世
界
に
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
仏
教

文
化
を
神
話
学
的
な
分
析
の
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
な
ん
ら
か
の

理
論
的
な
裏
付
け
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
そ
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
、
さ
ら
に
、
中
世
日
本
の
神
話
に
つ
い
て
考
察
を
拡
げ
て
み
た

いＯ考
え
て
み
れ
ば
「
神
話
」
と
い
う
語
自
体
が
、
古
い
日
本
語
や
中
国
語

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
「
神
話
」
は
、
明
治
末
こ
ろ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起

源
の
ど
こ
尋
（
ギ
リ
シ
ア
語
の
ミ
ヨ
言
匂
に
基
づ
く
）
の
訳
語
と
し
て
考
案

さ
れ
た
新
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
似
通
っ
た
内

容
の
概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
平
田
篤
胤

が
使
う
「
古
伝
」
と
い
う
語
は
、
だ
い
た
い
「
神
話
」
に
当
た
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
古
い
仏
教
文
献
に
は
、
「
神
話
」
に
相

当
す
る
よ
う
な
語
／
概
念
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
仏
教
文

仏
教
神
話
と
中
世
日
本
神
話
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ｌ
理
論
的
視
点
か
ら
Ｉ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
側
学
と
信
仰
ｌ
〈
型
〉
の
構
築
と
継
承
Ｉ

献
の
中
の
ど
の
部
分
を
「
仏
教
神
話
」
と
し
て
切
り
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
神

話
」
ミ
ミ
言
堕
、
な
い
し
そ
れ
に
由
来
す
る
語
の
内
容
も
、
実
際
に
は
歴
史

の
中
で
大
き
な
変
遷
を
経
て
き
て
い
る
。
「
神
話
」
が
何
を
意
味
す
る
か
、

あ
る
い
は
何
を
「
神
話
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
直
感
的
に
は
い
く
つ
か
の
例

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
す
べ
て
の
神
話
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
も

の
を
定
め
よ
う
と
し
た
ら
、
収
拾
の
つ
か
な
い
混
乱
に
陥
る
こ
と
は
確
実

だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
混
乱
を
避
け
る
方
法
は
、
筆
者
に
は
一
つ
し
か
思
い

つ
か
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
「
神
話
」
概
念
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的

回
転
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
話
と
は
、
何
ら
か
の
神
話
学
的
方
法

に
よ
っ
て
分
析
し
た
場
合
に
有
意
義
な
結
果
を
得
ら
れ
る
言
説
で
あ
る
」

と
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
従
う
な
ら
、
「
神
話
」
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
神
話
学
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
で
あ
り
う

る
こ
と
に
な
る
。
比
較
神
話
学
や
精
神
分
析
の
方
法
論
、
あ
る
い
は
ユ
ン

グ
心
理
学
に
よ
る
方
法
論
な
ど
、
多
様
な
方
法
論
が
考
え
ら
れ
る
が
、
筆

者
に
は
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
構
造
主
義
的
神
話
学
が
、
仏
教

神
話
を
考
え
る
上
で
、
と
く
に
有
効
は
手
段
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
方
法

彌
永
信
美
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レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
的
神
話
学
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
三
つ
だ
け
要
点
を

（３）

取
り
上
げ
て
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。
第
一
は
、
「
構
造
」
が
問
題
で
あ

る
な
ら
、
構
造
を
作
る
複
数
の
要
素
が
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
一
つ
の
神
話
は
、
複
数
の
要
素
（
神
話
素
、
あ
る
い
は
神
話
モ
テ
ィ
ー

論
に
よ
る
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
神
話
学
的
考
察
の
対
象

に
な
り
う
る
。
い
わ
ゆ
る
説
話
・
伝
説
は
も
ち
ろ
ん
、
儀
礼
や
図
像
、
歴

史
叙
述
の
一
部
、
密
教
の
口
伝
、
あ
る
い
は
哲
学
的
議
論
も
、
神
話
学
に

有
効
で
あ
る
か
ぎ
り
、
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
考
察
の
材
料
が
そ

れ
自
体
で
「
神
話
」
、
あ
る
い
は
「
神
話
的
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
考

察
の
方
法
が
神
話
学
的
で
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
神
話
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
り
う
る
こ
と
も
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
神
野
志
隆
光
氏
が
、
「
神
話
の
本
来
の
形
」
を
追
い
求
め
た
り
、

「
日
本
人
、
あ
る
い
は
民
族
の
文
化
や
「
心
性
」
の
原
点
に
神
話
を
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
」
神
話
学
の
方
法
論
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
は
、
極
め

（２）

て
重
要
な
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。
構
造
主
義
的
神
話
学
に
よ
る
仏
教
の
分

析
は
、
民
族
や
文
化
の
単
位
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
（
少
な
く
と
も
イ
ン

ド
以
東
の
東
ア
ジ
ア
全
体
が
対
象
と
な
り
う
る
）
、
ま
た
、
常
に
神
話
の

変
型
に
注
目
し
て
、
そ
の
「
本
来
の
姿
」
の
追
求
を
目
的
と
し
な
い
こ
と

か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
に
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で

も
「
本
質
主
義
の
誘
惑
」
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
潜
ん
で
お
り
、

そ
れ
を
注
意
深
く
避
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

構
造
主
義
神
話
学
の
方
法
論

フ
）
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
神
話
の
複
数
の
ヴ
ァ
リ
ア

ン
ト
が
一
つ
の
神
話
群
を
形
成
す
る
。
一
つ
の
神
話
、
あ
る
い
は
一
つ
の

神
話
の
要
素
だ
け
を
取
り
上
げ
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
構
造
主
義
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
意
味
を
な
さ
な
い
。
構
造
主
義
神
話
学
の
対
象
は
、
複
数

の
神
話
ヴ
ァ
リ
ァ
ン
ト
か
ら
な
る
集
合
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
要
素
と

要
素
の
関
係
で
あ
り
、
一
つ
の
神
話
と
、
そ
の
神
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と

の
関
係
で
あ
る
。
神
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
は
、
別
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
関

係
を
も
ち
、
さ
ら
に
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
も
別
の
神
話
と
関
連
す
る
。
ど

の
神
話
を
と
っ
て
も
、
絶
対
的
な
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神

話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
群
は
、
螺
旋
的
に
増
殖
し
続
け
、
あ
る
場
面
で
は
始

め
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
に
見
間
違
う
ほ
ど
に
近
接
す
る
こ
と
も
あ
る
。
「
神

話
の
大
地
は
球
で
あ
る
」
と
い
う
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
有
名
な
表

（４）
現
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
一
つ
の
神
話
と
そ
の
神
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
は
、
ど
の
よ
う
な

関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
広
い
意
味
で
の
「
連
想
」

で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
性
的
逸
脱
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
（
近
親
相
姦
な
ど
）

は
、
別
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
は
「
食
習
慣
の
逸
脱
」
（
た
と
え
ば
人
肉
食
）

に
変
換
さ
れ
う
る
。
墓
場
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
別
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
は

曠
野
や
森
と
交
換
可
能
で
あ
る
。
連
想
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
明
瞭

な
形
で
現
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
旱
越
に
よ
る
火
事
は
、

別
の
神
話
に
お
け
る
嵐
に
よ
る
洪
水
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
と
関
連
づ
け
ら

れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
連
想
は
「
逆
転
」
と
い
う

形
で
現
わ
れ
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
重
要
な
の
は
、
あ
る

神
話
の
要
素
が
別
の
神
話
で
異
な
っ
た
形
を
と
っ
た
時
に
、
他
の
要
素
も

ま
た
変
形
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
似
し
た
構
造
が
、
異
な
っ
た
形
態
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の
要
素
で
構
成
さ
れ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
あ
る
神
話
か
ら
別
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
産
み
出
さ
れ
る
過

程
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
具
体
的

な
答
え
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
情
況
を
想
像
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
だ
ろ

う
。
あ
る
村
落
で
、
長
老
、
あ
る
い
は
祭
司
が
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
た
一

つ
の
神
話
を
語
る
。
そ
の
村
落
か
ら
離
れ
た
も
う
一
つ
の
村
落
で
、
前
の

神
話
と
明
ら
か
に
近
似
し
た
構
造
の
、
別
の
神
話
が
、
や
は
り
昔
か
ら
伝

え
ら
れ
た
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
両
方
の
村
の
間
で
何
ら
か
の
人

の
行
き
来
が
あ
っ
た
こ
と
も
仮
定
で
き
る
。
し
か
し
、
誰
が
神
話
を
伝
え

た
か
、
ど
ち
ら
か
ら
ど
ち
ら
に
伝
え
た
か
、
な
ど
を
特
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
作
っ
た
か
を
特

定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
神
話
が
変
容
し
て
い
く
過
程

は
、
一
種
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
明
確
な
意
識

的
存
在
を
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
あ
る

種
の
自
律
的
な
「
神
話
変
換
エ
ン
ジ
ン
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
の
機
能
に
よ
っ
て
「
自
動
的
」
に
神
話
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
み
出

さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
ふ
う
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー

ス
の
も
う
一
つ
の
有
名
な
表
現
、
「
神
話
が
み
ず
か
ら
を
考
え
出
す
」
は
、

（５）

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
モ
デ
ル
を
仏
教
の
場
合
に
直
接
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
仏
教
は
高
度
な
文
字
文
化
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
伝
達
は
基
本
的
に

文
字
、
あ
る
い
は
引
用
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
引
用
の
連
鎖

の
中
に
「
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
」
が
入
り
込
ん
で
、
伝
達
の
過
程
で
思

い
が
け
な
い
変
容
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
間
違
っ
た
引
用

が
混
入
す
る
と
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
別
の
説
明
や
要
素

が
発
明
さ
れ
て
い
く
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
は
想
像
力
を
働
か
せ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
神
話
生
成
的
な
連
想
が
入
り
込
む
余
地
が
で

き
る
。
ま
た
、
文
字
の
引
用
は
い
わ
ば
「
デ
ジ
タ
ル
」
だ
が
、
図
像
の
引

用
は
「
ア
ナ
ロ
グ
」
な
要
素
が
大
き
く
、
引
用
関
係
が
よ
り
ル
ー
ズ
に
な
っ

て
、
新
た
な
形
態
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
、
儀

礼
の
場
合
は
、
法
具
な
ど
の
具
体
物
が
介
入
し
、
口
伝
が
重
要
な
位
置
を

占
め
る
た
め
に
、
図
像
以
上
に
新
し
い
解
釈
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
口
承
伝
承
に
よ
る
説
話
な
ど
で
は
、
新
し
い

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
伝
承
の
過
程
に
神
話
的
連
想
が
組
み
込
ま
れ
る
と
、
そ
れ

以
前
に
起
こ
っ
て
い
た
意
識
的
な
変
容
を
飛
び
越
え
て
、
逆
に
出
発
点
の

伝
統
に
驚
く
ほ
ど
近
い
構
造
を
も
っ
た
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
み
出
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
の
こ
う
し
た
神
話
的
変
容
を
調
べ
て
み
る
と
、

こ
の
非
常
に
大
き
な
空
間
的
、
時
間
的
ス
パ
ン
の
中
で
、
神
話
の
構
造
自

体
は
驚
く
べ
き
一
貫
性
を
保
っ
て
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
イ
ン
ド
で
植
え
付
け
ら
れ
た
「
神
話
的
思
考
の
種
」
が
、
伝
達
の

過
程
で
変
化
し
て
、
日
本
ま
で
来
て
新
た
に
「
開
花
」
す
る
よ
う
な
例
も

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
分
析
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
連
想

が
と
く
に
強
い
一
貫
性
を
も
っ
て
い
る
か
、
何
が
人
々
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
強
く
か
き
立
て
た
か
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で

きる。
イ
ン
ド
か
ら
中
世
日
本
ま
で
ｌ
「
摩
多
羅
神
」
の
例

こ
こ
で
、
一
つ
の
非
常
に
単
純
な
例
を
挙
げ
よ
う
。
中
世
か
ら
日
本
で

- ４ -
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（６）

知
ら
れ
て
い
た
神
に
、
「
摩
多
羅
神
」
と
呼
ば
れ
る
神
が
い
た
。
中
世
初

期
に
、
こ
の
神
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
献
は
二
つ
し
か
知
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
の
後
、
中
世
末
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
至
る
ま
で
、
こ
の
神
格

は
あ
る
程
度
の
注
目
の
対
象
と
な
り
、
興
味
深
い
文
化
的
事
象
を
残
し
た
。

し
か
し
、
江
戸
中
期
に
、
天
台
の
「
玄
旨
帰
命
壇
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
と

関
連
づ
け
ら
れ
、
そ
の
儀
礼
が
（
性
的
内
容
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
理
由

で
）
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
て
以
来
、
摩
多
羅
神
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ

た
神
と
な
っ
た
。
現
代
に
な
っ
て
、
中
世
芸
能
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
と
考
え
ら
れ
る
「
後
戸
の
神
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

摩
多
羅
神
は
一
部
の
研
究
者
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
の
形

態
は
、
江
戸
時
代
に
玄
旨
帰
命
壇
と
の
関
連
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
図

（７）

像
で
と
く
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
中
央
に
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
た

翁
の
形
の
神
格
が
描
か
れ
、
そ
の
左
右
に
二
人
の
童
子
が
舞
い
を
舞
っ
て

い
る
。
上
部
に
北
斗
七
星
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
星
の
信
仰
と
も

関
連
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
中
世
初
期
に
こ
の
神
格
に
つ
い
て
述
べ
た
文
献
で
は
、
こ
れ

と
は
非
常
に
違
う
形
態
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
後
白
河
天
皇
の
第
二
皇

子
で
仁
和
寺
・
北
院
御
室
と
し
て
知
ら
れ
る
守
覚
法
親
王
二
一
五
○

～
一
二
○
二
年
）
に
帰
さ
れ
た
『
御
記
』
（
仮
託
と
し
て
も
、
Ｂ
世
紀
前

半
を
降
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
）
に
は
、
次
の
一
節
が
あ
る
（
大
正
蔵
舅

ｚｐ回や＠凶③垂四国-ご）・

一
・
東
寺
夜
叉
神
事
。
大
師
御
入
定
後
、
於
西
御
堂
、
授
檜
尾
僧
都

給
條
條
有
之
。
摩
多
羅
神
其
一
也
。
大
師
云
。
此
寺
有
奇
神
名
夜
叉

神
。
摩
多
羅
則
是
也
。
持
者
告
吉
凶
神
也
。
其
形
三
面
六
臂
（
云
云
）

彼
三
面
者
三
大
也
。
中
面
金
色
。
左
面
白
色
。
右
面
赤
色
也
。
中
聖

天
。
左
旺
吉
尼
。
右
弁
才
也
。
毎
月
十
五
日
可
供
之
・
此
神
具
大
慈
悲
。

不
生
怨
害
。
除
災
与
福
。
天
長
御
記
云
。
東
寺
有
守
護
天
等
。
稲
荷

明
神
使
者
也
。
名
大
菩
提
心
使
者
神
（
云
云
）

す
な
わ
ち
、
弘
法
大
師
の
「
御
入
定
」
の
後
に
、
西
の
お
堂
で
桧
尾
僧

都
・
実
恵
に
授
け
ら
れ
た
と
い
う
秘
口
伝
の
中
に
摩
多
羅
神
の
こ
と
が

あ
っ
た
。
大
師
に
よ
れ
ば
、
東
寺
に
は
摩
多
羅
神
と
い
う
「
奇
神
」
の
夜

叉
神
が
い
る
。
こ
れ
は
吉
凶
を
告
げ
る
神
で
あ
る
。
そ
の
形
は
三
面
六
臂

で
三
面
は
三
大
（
体
・
用
・
相
？
）
を
表
わ
す
。
中
の
面
は
金
色
、
左
は
白
、

右
は
赤
で
、
中
の
面
は
聖
天
、
左
は
旺
枳
尼
、
右
は
弁
才
天
で
あ
る
。
毎

月
の
十
五
日
に
こ
の
神
に
供
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
神
は
大
慈

悲
の
神
で
怨
害
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。
災
い
を
除
き
、
福
を
与
え
る

神
で
あ
る
。
「
天
長
御
記
』
に
は
「
東
寺
に
は
守
護
神
が
い
る
。
稲
荷
明

神
の
使
者
で
大
菩
提
心
使
者
神
と
い
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ｌ
と
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
記
述
す
る
聖
天
を
中
心
と
し
た
三

面
六
臂
の
図
像
は
、
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｍ
世
紀
頃
の
「
旺
枳

尼
曼
茶
羅
」
と
呼
ば
れ
る
図
像
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
神
格
を
表
わ
し
た

（８）

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
狐
に
乗
っ
た
中
央
の
女
神
は
旺
枳
尼
、
左
に
象
頭

の
聖
天
、
右
に
弁
才
天
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
の
神
格
が
、
江

戸
時
代
に
な
っ
て
な
に
ゆ
え
に
ま
っ
た
く
別
の
形
態
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
、
現
状
で
は
説
明
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
江
戸
時
代

の
図
像
で
も
、
中
央
の
神
格
を
二
人
の
童
子
が
囲
む
三
元
構
造
は
変
わ
り

が
な
い
。
た
だ
し
、
中
世
の
摩
多
羅
神
は
、
二
人
の
女
神
と
一
人
の
男
神

が
配
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
近
世
に
な
る
と
三
人
の
登
場
人
物
が
す

べ
て
男
性
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
男
女
の
不
均

等
な
組
合
わ
せ
が
醸
し
出
す
緊
張
が
、
翁
と
童
子
と
い
う
対
立
関
係
の
緊
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張
に
と
っ
て
変
わ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
摩
多
羅
」
と
い
う
名
前
自
体
が
、
こ
れ
ま
で
、
謎
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
仮
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
「
母
」
を
意
味
す
る
ミ
動
々
の
複
数
形
ミ
ミ
ロ
ミ
琴
の
音
写
と
考
え
る
の

が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
（
と
く
に
シ
ヴ
ァ
教
）
で
も

仏
教
で
も
、
「
七
母
神
」
ま
た
は
「
八
母
神
」
は
、
恐
る
べ
き
形
の
女
神

の
群
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
の
一
般
の
「
七

／
八
母
神
」
で
は
、
旺
枳
尼
と
弁
才
天
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
二

女
神
は
、
と
も
に
顕
著
な
シ
ヴ
ァ
的
な
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
「
諸
母
神
」
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
聖

天
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
ガ
ネ
ー
シ
ャ
）
が
そ
の
中
央
に
置
か
れ
る
の
か

が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
が

興
味
深
い
仮
説
を
出
し
て
い
る
。
シ
ヴ
ァ
教
の
「
七
母
神
」
ま
た
は
「
八

母
神
」
の
図
像
は
、
多
く
、
ガ
ネ
ー
シ
ャ
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
母

神
」
と
ガ
ネ
ー
シ
ャ
（
聖
天
）
が
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
も
、
自
然
な
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
摩
多
羅
」
（
諸
母
神
）
と
い
う
の
は
、
単
に
諸
母

神
だ
け
で
は
な
く
、
諸
母
神
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
神
、
と
理
解
す
れ
ば
、

そ
こ
に
ガ
ネ
ー
シ
ャ
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
シ
ヴ
ァ
教
の
図
像
が
直
接
日
本
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い

し
、
こ
の
神
格
に
つ
い
て
最
初
に
書
い
た
守
覚
（
ま
た
は
「
御
記
』
の
作
者
）

自
身
、
「
摩
多
羅
」
と
い
う
語
の
意
味
を
正
確
に
知
っ
て
い
た
形
跡
は
な
い
。

摩
多
羅
神
は
何
ら
か
の
形
で
日
本
に
伝
播
し
て
移
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
の
伝
播
の
過
程
に
は
、
一
種
の
「
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
」
が

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
別
に
、
中
世
日
本

で
は
、
ほ
か
に
も
三
面
一
体
の
神
格
が
存
在
し
た
。
天
台
で
と
く
に
信
仰

さ
れ
た
「
三
面
大
黒
」
は
、
中
央
に
大
黒
、
そ
の
両
側
に
弁
才
天
と
毘
沙

（９）

門
天
を
配
し
た
三
面
一
体
の
像
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
二
人
の
男
神
に

一
人
の
女
神
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
不
均
衡
な
男
女
の
組
合
わ

せ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
、
ホ
ー
タ
ン
の
ダ
ン
ダ
ン
・

ウ
ィ
リ
ク
で
、
オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
板
絵
に
移
っ

（胴）

て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
二
頭
の
牛
の
上
に
座
っ
た
三
面
一
体
の
神
が
描

か
れ
て
い
る
。
中
央
の
青
い
三
眼
の
神
は
、
明
ら
か
に
シ
ヴ
ァ
の
一
形
態

で
あ
り
、
左
側
の
念
怒
相
の
神
は
夜
叉
神
の
形
相
で
あ
る
。
そ
し
て
右
に

は
女
神
の
面
が
示
さ
れ
て
い
る
。
松
本
栄
一
は
、
こ
の
図
像
が
唐
代
の
般

若
力
の
訳
に
帰
せ
ら
れ
た
『
迦
模
羅
及
諸
天
密
言
経
」
に
記
述
さ
れ
た
曼

（Ⅲ）

茶
羅
の
一
部
の
図
像
に
当
た
る
こ
と
を
突
き
止
め
て
い
る
。
こ
の
経
典
は
、

左
右
の
二
神
に
つ
い
て
は
神
名
を
記
さ
な
い
が
、
中
央
の
神
は
「
惹
野

天
王
、
す
な
わ
ち
大
自
在
天
王
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
大
正
蔵
旦
．

ｚ
○
・
画
葛
〕
囹
舎
ご
-
ま
）
。
中
世
日
本
の
三
面
一
体
の
神
の
中
で
、
と
く
に

近
い
の
は
、
三
面
大
黒
で
あ
ろ
う
。
大
黒
、
す
な
わ
ち
摩
訶
迦
羅
は
、
シ

ヴ
ァ
（
大
自
在
天
）
の
一
形
態
で
あ
り
、
毘
沙
門
天
は
イ
ン
ド
で
は
夜
叉

神
の
王
、
ク
ベ
ー
ラ
に
同
定
さ
れ
る
・
三
面
大
黒
の
大
黒
天
は
、
福
神
形
で
、

イ
ン
ド
の
破
壊
神
バ
イ
ラ
ヴ
ァ
の
別
名
と
し
て
知
ら
れ
た
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ

と
は
ま
っ
た
く
違
う
形
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
中
央
ア
ジ
ア
の

板
絵
を
媒
介
に
し
て
（
「
透
か
し
絵
」
の
よ
う
に
透
視
し
て
）
三
面
大
黒

の
大
黒
を
見
れ
ば
、
こ
の
福
々
し
い
神
像
の
背
景
に
恐
怖
す
べ
き
神
格
が

隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
さ
ら
に
西
に
向
か
っ
て
、
イ
ン
ド
の
図
像
を
見
て
み
よ
う
。
イ

ン
ド
で
は
、
紀
元
前
３
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
多
く
の
作
例
が
あ
る
、
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一
般
に
「
ガ
ジ
ャ
・
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
豊
饒
の
女
神
を
描
く

図
柄
が
知
ら
れ
て
い
る
（
ガ
ジ
ャ
は
象
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
は
仏
教
の
吉
祥

天
女
に
当
た
る
）
。
中
央
の
女
神
の
左
右
に
象
が
並
ん
で
、
女
神
の
上
に

（旧）

そ
の
鼻
か
ら
水
を
灌
い
で
い
る
図
柄
で
あ
る
。
グ
プ
タ
朝
に
な
る
と
、
こ

の
形
式
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
思
わ
れ
る
興
味
深
い
図
像
が
現
わ
れ
る
。
中

央
の
女
神
の
上
に
は
二
頭
の
小
さ
な
象
が
配
置
さ
れ
、
女
神
の
左
に
は
ガ

（旧）

ネ
ー
シ
ャ
が
、
右
に
ク
ベ
ー
ラ
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
一
種
の
福

神
的
な
意
味
を
持
つ
図
像
だ
ろ
う
。
ｎ
世
紀
に
は
、
逆
に
ガ
ネ
ー
シ
ャ
を

中
央
に
し
て
、
そ
の
左
右
の
膝
の
上
に
二
人
の
女
神
を
配
す
る
図
像
も
現

（Ｍ）

わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
構
造
的
に
は
、
守
覚
が
記
述
し
た
「
摩
多
羅
神
」
に
も
っ

と
も
近
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
代
の
宗
教
的
な
ポ
ス
タ
ー
に

な
る
と
、
こ
う
し
た
構
造
を
さ
ら
に
複
雑
化
し
た
も
の
も
現
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
三
具
言
国
お
よ
び
三
厘
目
冨
一
の
い
い
国
且
冨
邑
四
三
習
畠
の
ポ

ス
タ
ー
で
は
、
中
央
に
蓮
華
を
持
つ
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
、
後
方
の
両
側
に
花

輪
を
鼻
で
掲
げ
る
二
頭
の
象
、
前
方
の
左
に
琵
琶
を
持
つ
弁
才
天
、
右
に

歓
喜
団
を
鼻
で
つ
ま
ん
で
食
べ
よ
う
と
す
る
ガ
ネ
ー
シ
ャ
が
配
さ
れ
て
い

ブ（》ｏこ
の
例
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
イ
ン
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
、
中
世
日
本

の
図
像
の
間
の
歴
史
的
伝
播
の
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
は
、

明
ら
か
に
「
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
」
が
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

相
互
の
構
造
的
な
類
似
は
、
一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。
巨
大
な
時
間
と
空

間
の
距
離
を
隔
て
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
三
元
構
造
の
神
格
が
再
現
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
三
元
構
造
が
保
た
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
構
成
す

る
各
種
の
神
格
は
、
ほ
と
ん
ど
交
換
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

構
造
は
、
あ
る
場
合
は
恐
る
べ
き
も
の
の
影
を
垣
間
見
せ
、
あ
る
場
合
は

次
に
、
中
世
日
本
に
特
有
の
、
い
わ
ゆ
る
「
中
世
神
話
」
の
現
象
に
っ

（旧）

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
院
政
期
か
ら
だ
い
た
い
咽
世
紀
に
至
る
ま
で
の
日

本
は
、
神
話
学
的
に
き
わ
め
て
特
殊
な
情
況
を
呈
し
て
い
る
。
ひ
と
言
で

言
う
な
ら
、
こ
の
時
代
の
日
本
は
、
一
種
の
「
神
話
工
場
」
で
あ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
学
僧
や
貴
族
た
ち
が
、
こ
ぞ
っ
て
新
た
な
神
話
を

創
造
し
、
無
数
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
神
話
創

出
の
運
動
の
中
で
も
、
と
く
に
大
き
な
位
置
を
占
め
た
の
が
、
日
本
の
古

代
神
話
を
仏
教
的
な
概
念
で
再
解
釈
し
て
創
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
中
世

日
本
紀
」
に
属
す
る
神
話
群
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
地

中
海
地
域
で
生
み
だ
さ
れ
た
、
古
代
神
話
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
に
よ
る
神

話
と
よ
く
似
た
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
こ
の
二
つ
の
現
象
の
背
景

に
は
、
お
そ
ら
く
類
似
し
た
思
想
状
況
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

大
き
な
社
会
的
ｌ
政
治
的
な
地
殻
変
動
に
伴
う
、
一
種
の
漠
と
し
た
、
し

か
し
き
わ
め
て
深
刻
な
実
存
的
危
機
感
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
国
家
レ
ベ

ル
で
も
個
人
レ
ベ
ル
で
も
、
そ
れ
ま
で
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
存
在

ほ
と
ん
ど
純
粋
な
福
神
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
大
き
な

距
離
を
超
え
て
再
現
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
、
き
わ
め
て
複
雑
で
、
あ
る

種
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
感
興
を
も
よ
お
す
表
象
が
篭
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ

ろ
う
。
し
か
も
、
少
な
く
と
も
中
世
日
本
の
場
合
、
こ
の
神
格
の
意
味
が

始
め
か
ら
不
明
瞭
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
後
の
幅
広
い
変
遷
が
可
能
に

な
り
、
芸
能
や
秘
儀
の
構
成
要
素
と
し
て
大
き
な
発
展
を
遂
げ
、
最
終
的

に
は
江
戸
時
代
の
禁
圧
の
対
象
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れる。
日
本
の
「
中
世
神
話
」
’
三
尊
合
行
法
の
例
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の
基
盤
が
揺
ら
ぎ
、
新
た
な
現
実
に
対
応
し
た
象
徴
体
系
が
必
要
と
さ
れ

た
。
こ
の
巨
大
な
神
話
創
出
の
運
動
は
、
そ
う
し
た
要
請
に
応
え
よ
う
と

す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
Ⅲ
世
紀
前
半
に
後
醍
醐
天
皇
の
寵
僧
と
し

て
活
躍
し
た
文
観
房
弘
真
（
一
二
七
八
～
一
三
五
七
年
）
が
著
わ
し
た
『
御

遺
告
大
事
』
（
一
三
二
七
年
）
と
い
う
著
作
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
図

（帽）

像
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
三
尊
合
行
法
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
も
顕
著
な
三
元
構
造
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
（
し
か
も
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
上
に
見
た
聖
天
、
旺
枳
尼
、
弁
才
天
に
よ
る
三
面
一

体
の
神
と
関
連
し
て
発
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
。
し
か
し
、
こ

の
三
元
構
造
は
、
よ
り
基
本
的
な
二
項
対
立
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
。

そ
の
二
項
に
当
た
る
の
が
、
愛
染
明
王
と
不
動
明
王
で
あ
る
。
こ
の
二
明

王
は
、
密
教
の
宇
宙
観
を
表
わ
す
胎
蔵
界
と
金
剛
界
の
両
界
曼
茶
羅
に
対

応
す
る
。
そ
れ
は
、
陰
陽
、
男
女
、
太
陽
と
月
な
ど
の
対
立
す
る
二
項
に

配
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
愛
染
／
不
動
の
対
立
は
、
単
純
な
二
項
対
立
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
不
動
は
本
来
的
に
胎
蔵
界
的
世
界
に
属
す
る
が
、
同

時
に
金
剛
界
の
象
徴
で
あ
る
月
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
愛
染
は
金
剛
界
に
属

す
る
が
、
胎
蔵
界
の
象
徴
で
あ
る
太
陽
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
互
い
の
要
素
を
含
ん
だ
、
一
種
の
「
ク
ロ
ス
・
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
」
的

な
複
雑
な
対
立
を
形
成
す
る
ゆ
え
に
、
こ
の
二
明
王
は
結
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
宗
教
的
な
「
絶
対
的
完
全
性
」
を
、
い
わ
ば
生
物
学
的
に
「
産
出
」

す
る
主
体
と
な
る
。
こ
の
完
全
性
は
、
如
意
宝
珠
や
如
意
輪
観
音
、
あ
る

い
は
五
輪
塔
な
ど
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
。
最
初
に
あ
げ
る
の
は
、
『
御

遺
告
大
事
』
の
図
像
で
は
な
く
、
三
尊
合
行
法
の
完
成
さ
れ
た
形
態
を
示

（Ⅳ）

す
と
思
わ
れ
る
南
北
朝
に
遡
る
厨
子
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
左
右
の
扉
に
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同
じ
『
御
遺
告
大
事
』
の
前
の
図
像
「
因
位
童
形
尊
像
」
で
は
、
中
央

の
神
格
が
童
子
形
の
弘
法
大
師
の
座
像
に
変
換
さ
れ
、
そ
の
上
に
中
央
に

明
星
、
左
に
月
、
右
に
太
陽
が
置
か
れ
る
〔
図
２
〕
。

不
動
と
愛
染
が
配
さ
れ
、
中
央
に
如
意
輪
観
音
が
描
か
れ
て
い
る
。
次
に

見
る
『
御
遺
告
大
事
』
の
図
像
「
三
宝
院
祖
師
建
立
三
尊
像
」
で
は
、
左

右
の
二
明
王
の
位
置
が
逆
転
し
、
中
央
の
如
意
輪
観
音
の
代
わ
り
に
五
輪

塔
が
配
さ
れ
て
い
る
〔
図
１
〕
。

銀

熟 縄

蕊
識

職

図ｌ：「御遣告大事』
京都、仁和寺蔵（御経蔵一○四号第二号文書）
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職
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仏教神話と中世日本神話

口さ
ら
に
も
う
一
つ
の
図
像
「
出
家
得
道
尊
像
」
で
は
、
中
央
に
成
人
し

た
弘
法
大
師
、
左
右
に
そ
の
二
人
の
高
弟
で
あ
る
実
恵
と
真
雅
が
描
か
れ

ている〔図３〕。

こ
の
一
連
の
図
像
で
は
、
同
じ
究
極
的
な
完
全
性
を
表
象
す
る
三
元
構

造
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
先
に
見
た
イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
、
大
き
な
距
離
を
隔
て
て
基
本
構

造
が
維
持
さ
れ
る
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
生
成
と
は
大
き
く
異
な
る
ヴ
ァ
リ
ア

ン
ト
の
生
成
機
能
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
ヴ
ァ

リ
ァ
ン
ト
の
変
換
は
、
文
観
と
い
う
個
人
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
か

号>ｮ‘?八日E哩凸“る
4裸■ ﾛ q
ｰ 』 ｑ ｆ

誰 詫 q

鴬 鑑認

図２：「御遺告大事」
京都、仁和寺蔵（御経蔵一○四号第二号文書）

こ
の
よ
う
な
、
個
人
の
内
部
で
起
こ
る
神
話
的
変
換
は
極
端
な
ケ
ー
ス

で
あ
っ
て
、
血
脈
の
継
承
な
ど
、
少
数
の
人
々
や
、
よ
り
広
い
人
々
の
集

ら
、
前
の
例
で
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
「
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
」
は
存
在
し

な
い
。
こ
れ
ら
の
変
換
は
、
き
わ
め
て
意
識
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
、
完
全
に

分
節
可
能
な
概
念
で
は
な
く
、
色
や
形
な
ど
を
含
む
感
覚
的
な
象
徴
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
言
語
化
を
拒
む
「
意
味
の
余
剰
」
が
常
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。

繍鰯灘鰯鰯灘灘蝋鰯繍繍鰯繍鰯灘鰯灘灘鰯灘鵜灘鰯鰯瀞鯛鰯癖灘
図3:i御遣告大事』

京都、仁和寺蔵（御経蔵一○四号第二号文書）
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団
の
中
で
、
徐
々
に
神
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
、
と
い
う
よ
う
な
大

き
な
歴
史
的
、
地
理
的
ス
パ
ン
の
中
で
起
こ
る
神
話
的
変
換
と
、
こ
う
し

た
極
度
に
狭
い
距
離
で
生
成
さ
れ
る
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
は
、
性
格
が
非
常

に
違
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
書
嶮
を
用
い
る
な
ら
、
こ

う
し
た
場
合
に
は
、
「
神
話
変
換
エ
ン
ジ
ン
」
は
、
い
わ
ば
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ヒ
ー

ト
し
た
状
態
で
機
能
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に

極
度
に
意
識
的
な
神
話
変
換
の
生
成
機
構
が
、
中
世
日
本
の
「
神
話
工
場
」

を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

〔
付
記
〕
小
稿
は
、
二
○
一
○
年
八
月
に
バ
ン
コ
ク
で
開
か
れ
た
国
際
学
会

昏
曼
言
う
宮
電
ミ
篇
冒
房
ミ
ロ
ミ
罵
言
員
で
発
表
し
た
・
国
且
今
重
言
旨
亘
○
四

自己名目①ｍ①言①ｇ①畠ニミ昏○さ閏あ。ョ①弓ｇ『ｇ冨巨の呂亀・と題した講

演
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
の
原
稿
は
、
昏
曼
言
ご
舌
ミ
ミ
ミ
ミ

骨
ミ
ロ
ミ
蒔
き
ミ
と
題
さ
れ
た
報
告
書
で
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

注
（
１
）
彌
永
信
美
著
一
大
黒
天
変
相
ｌ
仏
教
神
話
学
Ｉ
」
、
『
観
音
変
容
認

ｌ
仏
教
神
話
学
Ⅱ
」
（
法
藏
館
、
二
○
○
二
年
）
。

（
２
）
神
野
志
隆
光
著
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
ｌ
「
天
皇
神
話
」
の
歴
史
」

（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
九
年
）
剛
～
棚
頁
参
照
。

（
３
）
以
下
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
大
黒
天
変
相
」
第
一
部
「
方

法
論
的
序
説
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス

の
神
話
学
は
、
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
著
、
早
水
洋
太
郎
・
渡
辺
公
三
・

榎
本
譲
・
福
田
素
子
・
小
林
真
紀
子
・
吉
田
禎
吾
・
木
村
秀
雄
・
中

島
ひ
か
る
．
廣
瀬
浩
司
・
瀧
浪
幸
次
郎
・
鈴
木
裕
之
・
真
島
一
郎
共

訳
『
神
話
論
理
寅
全
五
巻
、
み
す
ず
書
房
、
二
○
○
六
～
二
○
一
○
年
）

参照。

（
４
）
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
著
、
早
水
洋
太
郎
訳
『
蜜
か
ら
灰
へ
ｌ
神

話
論
理
Ⅱ
』
（
み
す
ず
書
房
、
二
○
○
七
年
）
３
頁
。

（
５
）
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
著
、
早
水
洋
太
郎
訳
『
生
の
も
の
と
火
を

通
し
た
も
の
ｌ
神
話
論
理
Ｉ
」
（
み
す
ず
書
房
、
二
○
○
六
年
）
加
頁
。

（
６
）
摩
多
羅
神
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

先
行
論
文
へ
の
参
照
を
伴
っ
た
比
較
的
最
近
の
研
究
を
い
く
つ
か
挙

げ
る
。
拙
著
『
大
黒
天
変
相
』
繩
～
棚
頁
、
鈴
木
正
崇
著
「
神
と
仏

の
民
俗
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
一
年
）
伽
～
獅
頁
、
服
部
幸
雄
著
『
宿

神
論
ｌ
日
本
芸
能
民
信
仰
の
研
究
」
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
九
年
）
、

川
村
湊
著
『
闇
の
摩
多
羅
神
ｌ
変
貌
す
る
異
神
の
謎
を
追
う
』
（
河

出
書
房
新
社
、
二
○
○
八
年
）
な
ど
。

（
７
）
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
道
教
の
美
術
』
（
読
売
新
聞
大
阪
本
社
、

二
○
○
九
年
）
捌
頁
、
図
筋
「
摩
多
羅
神
」
（
江
戸
時
代
、
栃
木
県
、

輪
王
寺
蔵
）
参
照
。

（
８
）
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
役
行
者
と
修
験
道
の
世
界
Ｉ
山
岳
信
仰
の

秘
宝
』
（
大
阪
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
師
頁
、
図
朋
「
旺

枳
尼
天
曼
茶
羅
図
」
（
室
町
時
代
、
大
阪
市
立
美
術
館
蔵
）
。

（
９
）
紀
〔
土
佐
〕
秀
信
『
仏
像
図
彙
』
（
国
害
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）

Ⅷ頁「三面大黒」（江戸時代）。

（
皿
）
松
本
栄
一
『
敦
煙
画
の
研
究
・
図
像
篇
」
（
東
方
文
化
学
院
東
京

研
究
所
、
一
九
三
七
年
）
剛
～
剛
頁
お
よ
び
図
Ⅳ
（
シ
胃
①
一
望
①
旨
．

き
§
ミ
室
。
冒
胃
号
§
奇
Ｓ
ｇ
ｏ
ミ
ミ
ロ
言
言
飼
皇
喧
８
貢
吾
ミ
ミ
。
冨
言

の琴冒恥閏⑯目ご討弄何国口員。Ｑ、ごｎ旦○壁一口電旦旦何堕、、夢、旦置電旦町司尋免○二ユ酉喧

旦
興
貫
き
Ｓ
§
笛
ご
ｍ
ミ
ミ
偽
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
匂
、
ざ
．
○
〆
さ
ａ
《
号
①

Ｑ閏①己○．胃①閉．己Ｓ・型．Ｆ×による）》ホータン、ダンダン・

ウ
ィ
リ
ク
出
土
の
三
面
の
シ
ヴ
ァ
像
（
６
世
紀
、
四
三
号
巨
耳
画
昌
．
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５
三
目
．
ご
穴
蔵
）
参
照
。
な
お
こ
の
画
像
は
八
言
亘
ミ
ミ
ミ
．
貢
-

胃Ｔｍ巴汀ごｂ２ミンごＣｓ巨員５匡甲ショー胃あごぐ甲蜀局○ョ-ロ四国・卸邑-

二
百
・
六
言
冨
Ｐ
-
。
ｇ
？
い
ご
-
胃
．
言
己
Ｖ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
二
○
二
年
一
二
月
二
九
日
ア
ク
セ
ス
）
。

（
Ⅱ
）
松
本
栄
一
著
「
敦
埠
画
の
研
究
・
図
像
篇
』
剛
～
剛
頁
参
照
。

（
ｕ
）
逸
見
梅
栄
著
『
仏
像
の
形
式
』
（
東
出
版
、
一
九
七
五
年
）
口
絵

１
（
剛
頁
、
お
よ
び
棚
頁
も
参
照
）
「
バ
ー
ル
フ
ト
の
彫
刻
」
（
紀
元

前
一
五
○
年
頃
、
穴
昌
富
国
．
宮
島
ｇ
三
房
ｇ
ョ
蔵
）
。
ま
た
昏
ｇ
ｇ
ｍ

ｚ四号国ｇｇｇ⑳里、ｂｇ里§ご扇ミミ欝雪号胃。冒廻§ご〕Ｚ目『

ロ①雲房三宮ご碗三国目三画ご○毒胃盲一画ら函砕官匡？巨戸つい劃や四コ。ｊｂ

参照。

（Ｂ）○呂易乏閏国富目。冨昌Ｐ自邸ｏ呉卑ｏｇｇ胃少ｏｇｓ弓口“８冒

型呂扁沖○ョ西目唾且駅豆由○置尋竪亀§匂屋昌灸吻雪届（らま）も．ぢ上司

お
よ
び
図
３
言
．
お
）
「
ガ
ネ
ー
シ
ャ
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
ー
、
ク
ベ
ー
ラ
」

（
イ
ン
ド
中
央
部
、
７
世
紀
頃
。
騨
寄
邑
量
留
一
①
ｇ
巨
○
唱
①
、
言
＆
§

○弄冨討具函冨音冒蔚雪、ｇ弓心尋、、ミ廷電園．。ご冨尋。§量逗壁・ロ、劃

きごＴ豊島亘℃宙ｂｏく①『９号．３．号目目目胃『念による）参照。

（
ｕ
）
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
東
洋
部
編
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
東
洋
美
術

名
品
集
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一
年
）
珊
頁
、
図
側

「
二
人
の
神
妃
を
伴
う
ガ
ネ
ー
シ
ャ
」
（
イ
ン
ド
、
東
ラ
ー
ジ
ャ

ス
タ
ン
三
房
ｇ
ョ
島
国
弓
皆
誘
．
国
。
里
自
蔵
．
シ
８
綴
里
ｇ
ｚ
匡
ヨ
ウ
ｇ

ら
囲
い
豆
。
な
お
こ
の
画
像
は
合
与
茎
乏
乏
乏
●
ョ
砂
・
。
垣
８
二
＠
＆
。
畠

。昼①。岳自①め富-乏言-三ｍ-８易○号-夙昌出Ｖでも見ることがで

き
る
（
二
○
三
年
一
二
月
二
九
日
ア
ク
セ
ス
）
。

（
略
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
神
話
／
儀
礼
／
王
権
ｌ
中
世
日

本
か
ら
」
、
『
岩
波
講
座
哲
学
週
宗
教
／
超
越
の
哲
学
』
（
岩
波

書
店
、
二
○
○
八
年
）
剛
～
Ⅲ
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
賂
）
阿
部
泰
郎
稿
「
文
観
著
作
聖
教
の
再
発
見
’
三
尊
合
行
法
の
テ
ク

ス
ト
布
置
と
そ
の
位
相
」
、
『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
の
復
原
的
研

究
ｌ
真
福
寺
聖
教
典
籍
の
再
構
築
」
（
名
古
屋
、
名
古
屋
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
、
二
○
一
○
年
）
皿
上
段
～
加
頁
、
旨
§
ロ
○
一
８
．

《の口巨昌一垣幽邑・号①穴四日一恥『弓①酉冒堅旨。ごｏ、国で匿蛋四国・量目巴

の目留日＆。易呉冨呂苛冨一馨言ａ管・ゞ
９雪雨国異陣ご恥ミ蝿生亀かぶ

（
邑
息
-
９
ｓ
）
も
．
出
-
震
、
ル
チ
ァ
・
ド
ル
チ
ェ
稿
「
二
元
的
原
理
の

儀
礼
化
ｌ
不
動
・
愛
染
と
力
の
秘
像
」
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
、
松
本

郁
代
共
編
『
儀
礼
の
力
ｌ
中
世
宗
教
の
実
践
世
界
』
（
京
都
、
法
藏
館
、

二
○
一
○
年
）
剛
～
珊
頁
、
ラ
ポ
ー
・
ガ
エ
タ
ン
石
鼠
冨
己
冒
弓
。
］

稿
弓
当
流
最
極
秘
決
』
解
題
・
翻
刻
」
、
「
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
体

系
の
復
原
的
研
究
」
蝿
上
段
～
剛
下
段
頁
、
同
稿
二
三
尊
合
行
秘

決
」
解
題
・
翻
刻
」
、
同
上
書
、
剛
上
段
～
伽
下
段
頁
、
阿
部
泰
郎

稿
「
宝
珠
の
象
る
王
権
１
文
観
弘
真
の
三
尊
合
行
法
聖
教
と
そ
の
図

像
」
、
内
藤
栄
執
筆
・
編
集
『
舎
利
と
宝
珠
」
二
日
本
の
美
術
」
棚
号
、

ぎ
よ
う
せ
い
、
二
○
二
年
四
月
号
）
帥
～
鮒
頁
所
収
、
な
ど
を
参

照
。
ｌ
な
お
、
小
稿
の
文
脈
で
三
尊
合
行
法
の
図
像
を
援
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
①
鼠
国
邑
霞
弓
○
氏
か
ら
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
記

し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
仏
舎
利
と
宝
珠
ｌ
釈
迦
を
慕
う
心
特
別

展
』
（
奈
良
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
○
○
一
年
）
肌
頁
、
図
刃
ｂ
「
宝

筐
印
塔
嵌
装
舎
利
厨
子
背
面
」
（
南
北
朝
、
兵
庫
県
、
福
田
寺
蔵
）
。
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