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コータンにおける仏教寺院の祇教神像

中国，新彊ウイグル自治区，和田地区にある ダンダン ・ウイ リク

(ウイグル語で、象牙の部屋)遺跡より出土した木版画。この遺跡、

は，現在では和田市の東北120kmほと守の沙漠中にあるが，唐代には

ここに 「傑謝」と呼ばれたオアシスが広がっていた。イ ギリスの探

検家スタインは，この遺跡で17カ所 (D.1 ~ XVll)にわたり調査 ・

発掘しており，掲載の木版画はそのうちのD.Vllの遺跡から発見され

た。この遺跡は，唐がコータンを鴇康支配していた時代に創建した

と見られる護国寺の一部で，僧侶の生活の場であると同時に，仏像

を杷り，仏事を執り行う場でもあったと推測されている。この木版

画は，そうした寺院内の壁に掛けられていたものであった。左右対

称になった牛二頭に座るこの神像は，ソグド人の信奉する紋教の神

であったと見られ，これを護国寺で、杷っていたのである。また本遺
けんえい

跡からは，護国寺の僧侶である慶英が，銭や穀物を貸し付けていた

漢文の契約文書が出土しており，寺だけでなく僧侶個人においても

その経済活動は活発であった(6頁)。

3重函[)



イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
起
源
の
諸
宗
教
と
中
国

荒
川

正
晴

高
校
の
世
界
史
教
科
書
に
は
、
十
世
紀
以
前
に
お
い
て
中
国
へ
伝
来
し
た
西
方
起
源
の
宗
教
と
し
て
、
仏
教
を
は
じ
め
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

(
献
教
)
・
マ
ニ
教
・
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
(
景
教
)
い
わ
ゆ
る
唐
代
の
「
三
夷
教
」
が
必
ず
登
場
す
る
。
最
近
で
は
、
こ
れ
に

イ
ス
ラ
l
ム
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
仏
教
は
、
漢
入
社
会
に
深
く
浸
透
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
国
の
在
来
宗
教
で
あ
る
儒
教
や
道
教

と
併
せ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
外
来
の
宗
教
と
し
て
伝
播
し
な
が
ら
、
仏
教
と
他
の
「
一
一
一
夷
教
」
と
は
、
接

点
が
ほ
と
ん
ど
無
い
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
中
国
に
と
っ
て
の
外
来
宗
教
の
う
ち
、
高
校
の
世
界
史
授
業
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
の
多
い
仏
教
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
(
祇
教
)
に
主
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
と
そ
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
解
説
を
加
え

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
一
駄
教
の
違
い

インド・イラン起源の諸宗教と中国

て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
両
教
に
対
す
る
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
改
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
世
界
史
の
教
科
書
や
概
説
書
で
は
、

一
般
に
イ
ラ
ン
本
土
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
を
中
国
で
は
祇
教
と
呼
ん
で
い
た
か
の
よ
う
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に
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
後
漢
時
代
に
中
国
に
仏
教
が
伝
来
す
る
と
と
も
に
、
ソ
グ
ド
人
ら
も
東

方
へ
の
交
易
活
動
を
本
格
化
さ
せ
る
が
、
一
献
教
と
は
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
信
奉
す
る
宗
教
に
対
す
る
中
国
側
の
呼
称
で
あ
り
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
と
は
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
が
多
々
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
欧
米
で
公
刊
さ
れ
る
論
著
に
お
い
て
、
蔽
教
に

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
N

。B
S
E
E
-∞B
と
い
う
語
を
用
い
ず
、
パ
ガ
回
高
ω
(
ソ
グ
ド
語
で
「
神
」
の
意
味
)
や
マ
ズ
ダ
教
冨
自
己
包
回
日
(
正
確

(1) 

に
は
マ
ズ
ダ
教
の
な
か
の
多
神
を
信
仰
す
る
一
派
)
な
ど
の
語
で
表
現
す
る
所
以
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
サ
サ
ン
朝
ベ
ル
シ
ア
の
国
教
と
な
っ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
献
教
と
は
、
大
き
く
以
下
の
諸
点
に
お
い
て
そ
の
性
格
を
異
な
ら
せ

(2) 

て
い
る
。

02 

先
ず
一
献
教
に
お
い
て
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
偶
像
崇
拝
を
許
容
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
サ
サ
ン
朝
に
お
い
て
、

祭
儀
に
神
像
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
聖
な
る
火
を
崇
拝
の
対
象
と
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
で
は

多
く
の
神
像
が
杷
ら
れ
て
い
た
。
ブ
ハ
ラ
(
七

O
六
年
頃
)
や
サ
マ
ル
カ
ン
ド
(
七
一
一
一
年
)
征
服
に
関
す
る
イ
ス
ラ
l
ム
史
料

[
Z
R岳
民
民

『
回
岳
町
戸
時
ω
史
』
、
寸
与
白
色
を
見
て
も
、
ア
ラ
ブ
軍
が
侵
略
時
に
当
地
で
多
く
の
神
像
を
破
壊
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
「
沙
州

図
経
」
巻
一
一
一
(
ベ
リ
オ
二

O
O
五
号
文
書
)
に
は
、
「
一
献
教
神
殿
。
こ
れ
は
州
城
(
沙
州
敦
埠
県
城
)
の
東
方
一
里
に
あ
る
。
屋
舎
を
建
て
、

が
ん

(3)

中
に
神
像
が
描
か
れ
、
寵
(
神
像
を
ま
つ
る
壁
面
の
く
ぼ
み
か
)
が
全
部
で
ご

O
個
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
敦
埠
の
ソ
グ
ド
人
来
落
に

設
置
さ
れ
た
祇
教
神
殿
に
、
多
く
の
偶
像
が
杷
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
で
は
葬
儀
に
際
し
て
、
死
者
に
対
す
る
哀
悼
儀
礼
と
し
て
、
働
突
し
て
顔
面
・
身
体
を
傷
つ
け
る
行
為
を
し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
遊
牧
民
を
含
め
中
央
ア
ジ
ア
に
広
く
認
め
ら
れ
る
葬
送
習
俗
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
行
為
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
涙
と
嘆
き
は
創
造
主
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
1
の
対
立
霊
が
も
た
ら
す
災
い
で
あ
り
、
涙
は
死
者
が
渡
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
川
を
増
水
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
も
言
う
。

最
後
に
、
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
に
お
い
て
は
、
遺
骨
を
特
殊
な
納
骨
器
(
オ
ッ
ス
ア
リ
)
に
納
め
て
大
切
に
保
存
し
て
い
る
。
影
山
悦
子
氏
の
研
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ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
本
土
と
そ
の
周
辺
(
ホ
ラ
ズ
ム
・
マ
ル
ギ
ア
ナ
〈
メ
ル
ヴ
〉
)
お
よ
び
ソ
グ
ド

(5) 

人
の
移
住
地
(
セ
ミ
レ
チ
エ
・
ジ
ム
サ
・
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
・
ク
チ
ヤ
)
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
イ
ラ
ン

本
土
の
地
域
か
ら
は
オ
ツ
ス
ア
リ
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ォ
ッ
ス
ア
リ
と
い
う
も
の
を
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
使
用
せ
ず
、

究
に
よ
れ
ば
、
ォ
ッ
ス
ア
リ
の
出
土
地
点
は
、

そ
の
利
用
は
一
献
教
を
信
仰
す
る
ソ
グ
ド
人
を
中
心
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
祇
教
徒
ソ
グ
ド
人
に
強
く
生
き
る
、
遺
骨
に
対
す
る
伝
統
的
な
観
念
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
章
節
『
酉
蕃

記
』
(
『
通
典
』
巻
一
九
三
、
辺
防
九
、
康
居
の
条
)
に
は
、

一
般
に
祇
教
の
神
々
に
事
え
、
(
そ
れ
を
)
篤
く
崇
拝
し
て
い
る
。
「
神
児
」
が
七
月
に
亡
く
な
る
と
、

(
そ
の
)
遺
骨
が
失
わ
れ
た
の
で
、
祇
神
に
事
え
る
祭
司
は
常
に
そ
の
月
に
な
る
と
、
と
も
に
黒
い
棉
布
の
衣
を
着
て
、
は
だ
し
で
胸
を

さ
す
っ
て
号
突
し
、
交
々
一
俣
を
流
す
と
い
う
。
成
年
男
子
や
婦
女
た
ち
二
一

O
O
人
か
ら
五

O
O
人
ほ
ど
が
草
野
に
散
ら
ば
っ
て
、
「
天
児
」

(
康
国
H

サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
は
)

の
遺
骨
を
探
し
求
め
、
七
日
で

(
そ
の
探
し
求
め
る
行
事
は
)
終
わ
る
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
遺
骨
に
対
す
る
特
別
な
「
思
い
」
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が
、
遺
骨
を
納
め
る
オ
ツ
ス
ア

リ
を
特
別
に
造
り
、
そ
れ
を
埋
納
す
る
葬
送
習
俗
を
創
出
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
。

仏
教
と
祇
教
の
「
神
」
の
共
有

インド・イラン起源の諸宗教と中国

た
だ
し
一
献
教
の
宗
教
儀
礼
や
冥
界
観
な
ど
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
の
で
、
祇
教
を
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
の
地
方
的
変
種
な
り
ソ
グ
ド
的
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
に
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
大
き
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

せ
つ
ぜ
ん

一
般
的
に
は
、
仏
教
と
一
献
教
は
別
の
宗
教
と
し
て
載
然
と
区
別
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
両
教
を
同
時
に
信
仰
す
る
状
態
な
ど
は
、
ま
っ
た
く

03 



想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
に
明
瞭
に
切
り
離
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
お
よ
び
コ

I
タ
ン
の
仏
教
寺
院
を
例
に
取
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

04 

1 

金
光
明
経
巻
第
二

凡
五
千
四
百
舟
三
言

インド イラン起源の諸宗教と中国

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
は
、
五
世
紀
中
葉
よ
り
約
二
世
紀
聞
に
わ
た
っ
て
、
オ
ア
シ
ス
国
家
で
あ
る
高
昌
国
が
建
国
し
て
い
た
。
麹
氏
が
王
で
あ

っ
た
頃
に
は
、
三
蔵
法
師
で
あ
る
玄
英
が
イ
ン
ド
へ
赴
く
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
こ
と
で
も
有
名
な
国
家
で
あ
る
。
王
を
筆
頭
に
そ
の
住
民
の
多

く
が
仏
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
多
く
の
仏
教
経
典
を
写
経
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
写
経
の
奥
書
に
以
下
の
よ
う
に
記
す
も
の
が
あ
る
。

『
金
光
明
経
』
巻
二
「
為
索
将
軍
合
家
題
記
」
(
四
三

O
年
の
書
写
)

庚
午
歳
八
月
十
三
日
、
於
高
昌
城
東
胡
天
南
太
后
嗣
下
、
矯
索
将
軍
備
子
妻
息
合
家
、
寓
此

金
光
明
一
部
、
断
手
記
寛
、
筆
墨
大
好
、
書
者
手
拙
、
具
字
而
己
(
以
下
、
略
)

0

こ
の
奥
書
の
冒
頭
行
よ
り
、
本
仏
教
経
典
を
書
写
し
た
場
所
が
、
高
昌
城
の
東
に
あ
る
「
胡
天
南
太
后
嗣
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
胡
天
南
太
后
洞
」
の
「
嗣
」
と
は
、
こ
の
仏
典
が
書
写
さ
れ
た
五
世
紀
に
は
仏
教
寺
院
を
意
味
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
の
伝
来
当

初
、
中
国
で
は
仏
教
寺
院
は
そ
れ
以
外
の
宗
教
の
施
設
と
と
も
に
一
様
に
「
嗣
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
れ
が
今
の
よ
う
に
「
土
寸
」
と

呼
称
さ
れ
る
の
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
は
六
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
(
中
国
内
地
で
は
四
世
紀
ぐ
ら
い
、
河
西
地
域
で
は
五
世
紀
ぐ
ら
い

か
ら
「
土
寸
」
と
改
称
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
耐
」
を
仏
教
寺
院
と
解
し
て
問
題
な
い
。

2 3 た
だ
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
に
「
胡
天
」
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
胡
天
」
と
は
、
一
献
神
(
一
献
教
の
神
)
も
し
く
は

祇
神
を
杷
る
場
(
一
献
教
神
殿
)
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
仏
教
寺
院
と
が
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い

(8) 

て
王
丁
氏
は
、
「
南
太
后
」
を
「
胡
天
」
の
名
前
と
取
り
、
こ
れ
を
献
教
の
神
で
あ
る

Z
S色
女
神
に
当
て
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
た

(9) 

だ
こ
の
説
に
つ
い
て
は
既
に
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
反
論
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
高
昌
国
に
は
「
太
后
」
と
い
う
名
の
仏
教
寺
院
も
知
ら
れ

て
お
り
、
こ
こ
は
や
は
り
「
胡
天
」
の
南
に
あ
る
太
后
寺
を
意
味
し
て
い
よ
う
。



た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
仏
教
寺
院
を
示
す
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
胡
天
」
と
併
せ
て
表
現
す
る
の
は
、
「
胡
天
」
と
仏
教
寺
院
と
が
一
連
の

場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
日
本
に
お
い
て
神
社
と
寺
院
が
隣
接
し
て
建
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
か
。

(
叩
)

実
は
こ
う
し
た
状
況
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
お
い
て
は
ト
ユ
ク
の
仏
教
石
窟
寺
院
の
場
で
も
認
め
ら
れ
る
。
『
親
書
』
巻
一

O
一
、
高
昌
伝

に
は
、
高
田
回
国
の
宗
教
事
情
を
伝
え
て
「
俗
は
天
神
に
事
え
、
兼
ね
て
仏
法
を
信
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
の
記
事
を
め
ぐ
る
解
釈
に
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
も
の
の
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
ト
ウ
ル
フ
ァ
ン
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
解
釈
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
漢
人
仏
教
圏
に
移
住
し
て
き
た
ソ
グ
ド
人
は
、
彼
ら
の
信
奉
す
る
一
献
教
と
と
も
に
仏
教
と
も
近
し
い

関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
玄
突
の
伝
記
で
あ
る

『
大
慈
思
寺
三
蔵
法
師
伝
」
巻
一
に
、
河
西
の
瓜
州

オ
ア
シ
ス
に
あ
る
仏
教
寺
院
で
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
弥
勅
像
を
礼
拝
し
に
来
て
い
た
ソ
グ
ド
人
が
、
た
ま
た
ま
そ
の

時
に
寺
院
に
泊
ま
っ
て
い
た
玄
突
と
出
会
い
、
仏
教
信
徒
と
な
る
た
め
に
玄
実
に
受
戒
を
請
う
シ
l
ン
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、

ソ
グ
ド
人
は
仏
教
信
徒
と
な
る
前
で
も
仏
教
寺
院
に
行
っ
て
弥
勤
像
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
何
ら
抵
抗
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
彼
ら
の

柔
軟
な
信
仰
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。

実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

コ
l
タ
ン
地
域
に
お
い
て
、
仏
教
寺
院
に
お
い
て
「
胡
天
H

祇
神
」
が
記
ら
れ
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が

インド・イラン起源の諸宗教と中国

そ
も
そ
も
、
両
教
と
も
に
偶
像
を
記
り
多
く
の
神
を
信
仰
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ト
ウ
ル
フ
ァ
ン
に
は
、
仏

教
寺
院
の
穀
物
支
出
帳
簿
(
月
ご
と
の
集
計
)
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
寺
院
が
毎
月
の
よ
う
に
「
杷
天
」
の
祭
事
を
行
い
、
そ

(
日
)

れ
に
伴
っ
て
多
く
の
穀
物
を
支
出
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
寺
院
に
と
っ
て
、
「
天
」
が
重
要

な
祭
把
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
仏
教
に
お
い
て
、
仏
法
を
保
護
す
る
諸
天
が
存
在
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
し

た
諸
天
の
一
つ
に
「
胡
天
」
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

う
か
が
え
る
。

コ
l
タ
ン
に
は
、
ダ
ン
ダ
ン
H

ウ
ィ
リ
ク
遺
跡
に
仏
教
寺
院
社
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
イ
ン
は
神
像
が
描
か
れ
た
木
板
を
少
な
か
ら
ず

05 



将
来
し
て
い
る
。
巻
頭
図
販
は
、
そ
う
し
た
木
版
の
一
つ
で
あ
る
。
栄
新
江
氏
の
研
究
に
基
づ
い
て
見
札
出
、
こ
の
神
像
は
ヒ
ン
ド
ゥ

i
教
の

シ
ヴ
ア
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
仏
教
で
は
「
摩
瞳
首
羅
冨
島
忠
〈
向
山
」
と
し
て
取
り
込
み
、
祇
教
で
は
「
胡
天
神
」
と
し
た
。

06 

章
述
の
『
両
京
新
記
」
巻
一
一
一
に
も
、
長
安
の
布
政
坊
に
あ
っ
た
胡
祇
嗣
(
蔽
教
の
神
殿
)
を
説
明
し
、
「
武
徳
四
(
六
二
一
)
年
に
建
立
し
、

西
域
の
胡
天
神
(
を
紀
る
)
。
仏
教
で
謂
う
所
の
摩
醜
首
羅
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
起
源
の
神
を
仏
教
だ
け
で
な
く
献
教
で
も
取
り

入
れ
、
両
教
が
神
を
共
有
し
て
い
た
状
況
を
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
巻
頭
図
版
に
見
え
る
神
像
は
、
左
右
対
称
の
二
頭
の
牛
に
乗
座
し
て
い
る

(
日
)

姿
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
祇
教
の
神
像
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
仏
教
寺
院
に
あ
っ
た
こ
の
神
像
は
、
仏
教
の
「
摩
甑
首

羅
」
で
は
な
く
、
一
献
教
の
神
と
な
っ
て
い
た
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
栄
新
江
氏
が
推
測
す
る
よ
う
に
、
ダ
ン

ダ
ン
H

ウ
イ
リ
ク
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
緊
落
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ソ
グ
ド
人
は
、
も
と
も
と
一
献
教
へ
の
信
仰
を
基
本
と
し
て
い
た
が
、
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
そ
の
信
仰
の
姿
勢
は
他
宗
教
に
対
し
て
き
わ
め

て
寛
容
で
あ
っ
た
。
仏
教
信
仰
が
優
勢
な
文
化
圏
に
移
住
し
て
く
る
と
、
仏
教
を
信
仰
す
る
ソ
グ
ド
人
が
数
多
く
現
れ
て
く
る
の
も
、
そ
う
し

た
彼
ら
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
と
関
係
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ソ
グ
ド
語
訳
の
仏
教
経
典
の
奥
書
に
は
、
そ
う
し
た
仏
教
を
信
仰
し
た
と
見
ら

れ
る
ソ
グ
ド
人
が
、
「

5
3
5
(ナ
ナ
イ
フ
ア
ル
ン
、
ナ
ナ
女
神
の
栄
光
)
、
足
早
ぜ
『
(
マ

l
フ
ザ
l
ィ
、
月
神
の
女
奴
隷
)
」
と
い
っ
た
ゾ

(
凶
)

ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
神
格
を
含
む
名
前
を
な
お
持
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
依
然
と
し
て
一
献
教
を
信
仰
し
て
い
た

可
能
性
を
残
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
献
教
徒
で
あ
り
仏
教
徒
の
状
態
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
近
年
、
陸
続
と
発
見
さ
れ
て
い
る
ソ
グ
ド
人
の
墳
墓
か
ら
、
ソ
グ
ド
語
と
漢
語
か
ら
成
る
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
墓
誌
が
出
土
し
た
が
、

ゆ

い

ま

(

日

)

そ
の
墓
主
で
あ
る
「
史
君
」
は
明
ら
か
に
マ
ニ
教
徒
も
し
く
は
蔽
教
徒
で
あ
る
が
、
そ
の
息
子
は
「
維
摩
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
維
摩
と

ゆ
い
ま
き
つ

は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

5
5色
保
守
止
の
音
写
「
維
摩
詰
」
の
略
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
代
表
的
な
経
典
『
維
摩
経
』
の
主
人
公
の
名
称
で
あ

マ
ニ
教
徒
も
し
く
は
一
献
教
徒
で
あ
る
史
君
が
、
仏
教
信
仰
と
も
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

インド・イラン起源の諸宗教と中国

る
。
こ
の
事
実
は
、



中
国
に
伝
来
し
た
仏
教
と
審
判
思
想

中
国
へ
伝
来
し
た
仏
教
と
言
え
ば
、
先
ず
は
大
乗
仏
教
を
想
起
す
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
革
新
的
な
仏
教
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
仏
教
自
身

の
内
在
的
な
展
開
と
し
て
で
は
な
く
、
周
辺
の
他
宗
教
か
ら
の
影
響
に
よ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
か
ら

の
影
響
を
主
張
す
る
研
究
者
は
多
い
。

そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
乗
仏
教
は
、
紀
元
後
一
世
紀
頃
の
西
北
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
頃
西

北
イ
ン
ド
を
支
配
し
て
い
た
の
は
ク
シ
ャ
l
ン
朝
で
あ
っ
た
。
ク
シ
ャ

l
ン
朝
の
王
族
は
イ
ラ
ン
系
の
人
々
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、
彼
ら
は
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
信
仰
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
そ
の
支
配
者
の
意
向
に
沿
う
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い

せ
つ
い
っ
さ
い
、
つ
ぷ

一
旬
。
ま
た
ク
シ
ャ

I
ン
朝
支
配
下
で
は
、
大
乗
仏
教
だ
け
で
な
く
、
「
小
乗
」
派
に
お
い
て
も
説
一
切
有
部
派
と
呼
ば
れ
る
革
新
的
な
一
派
が
成

立
し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
で
も
弥
勤
菩
薩
の
存
在
は
き
わ
め
て
大
き
吋
o

仏
教
に
お
け
る
弥
勤
宮
包

5
習
の
登
場
が
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

な
ど
の
宗
教
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
よ
く
指
摘
さ
れ
て
お
崎
、
そ
の
影
響
は
大
乗
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
革
新
的
な
仏
教
に
、
イ
ラ
ン
起
源
の
審
判
思
想
を
は
じ
め
天
国
(
浄
土
)
と
地
獄
の
観
念
や
メ
シ
ア
思
想
と
見
ら
れ

る
考
え
方
が
取
り
込
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
中
国
へ
伝
播
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
ク
シ
ャ
l
ン
朝
下
で
生
ま
れ
た
革
新
的
な
仏

教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
思
想
・
観
念
は
、
世
俗
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
は
と
く
に
衝
撃
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
布
教
す
る
仏
教

側
で
も
漢
訳
経
典
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
を
意
識
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
浄
土
や
地
獄
の
思
想
だ
け
で
な
く
、
死
後
に
お
け
る

インド・イラン起源の諸宗教と中国

審
判
思
想
に
つ
い
て
も
、
仏
教
が
伝
来
し
た
当
初
よ
り
漢
訳
仏
典
に
滑
り
込
ま
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
仏
典
の
う
ち
で
は
、

し

吋

ん

ぷ

っ

せ

っ

た

い

し

ず

い

お

う

日

ん

ぎ

き

ょ

う

く
に
漢
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
次
に
掲
げ
る
支
謙
訳
の
『
仏
説
太
子
瑞
応
本
起
経
」
上
巻

ブ
ッ
ダ
伝
が
早

(
大
正
新
惰
大
蔵
経
〈
以
下
、

大
正
と
略
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称
〉
三
、
四
七
五
頁
)
が
あ
る
。

ふ
ん
し
き

た
だ
ち
に
起
き
て
騎
乗
し
、
従
者
の
車
匿

(
n
F
吉
弘
山
富
)
を
率
い
て
前
に
進
む
と
、
数
十
里
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
突
然
と
し
て
「
貰
識
」

と
い
う
名
の
「
五
道
」
を
管
掌
す
る
大
神
に
出
会
っ
た
。
そ
の
神
は
非
常
に
猛
々
し
く
、
左
手
に
弓
を
執
り
、
右
手
に
弓
矢
を
持
ち
、
腰

に
は
鋭
利
な
剣
を
帯
び
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
神
は
天
道
・
人
道
・
悪
道
の
つ
一
一
道
」
の
分
か
れ
道
に
陣
取
り
、
死
者
の
魂
の
行
き
先
を

判
定
し
て
い
た
。
太
子
(
ブ
ツ
ダ
)
が
、
そ
こ
で
そ
の
神
に
、
「
ど
の
道
が
私
の
従
う
所
に
な
る
か
」
と
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
「
貫
識
」
は
恐

れ
畏
ま
り
、
弓
や
弓
矢
を
投
げ
捨
て
て
剣
を
置
き
、
遼
巡
し
な
が
ら
天
道
を
指
し
示
し
、
「
是
の
道
が
、
あ
な
た
様
の
従
う
べ
き
所
に
な

り
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。

08 

本
経
典
は
、
三
世
紀
、
呉
の
都
建
業
に
お
い
て
支
謙
(
月
氏
の
人
、
洛
陽
生
ま
れ
)
に
よ
り
訳
出
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
引
用
し
た
部
分
は
、

王
子
で
あ
っ
た
頃
の
ブ
ツ
ダ
が
世
俗
を
捨
て
王
城
を
出
る
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
王
城
を
出
て
、
い
き
な
り
「
五
道
を
主
る
大
神
」
で
あ
る

「
責
識
」
に
出
会
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
「
貫
識
」
は
武
人
の
神
で
あ
り
、
彼
は
=
一
道
(
天
道
・
人
道
・
悪
道
)
の
岐
路
に

陣
取
っ
て
、
「
死
者
の
魂
神
」
の
行
き
先
を
裁
定
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
仏
教
で
は
、
通
常
死
者
の
転
生
先
と
し
て
、
五
道
(
地

獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
間
・
天
)
な
い
し
は
六
道
(
五
道
+
阿
修
羅
)
を
設
定
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
道
、
す
な
わ
ち
「
天

道
」
と
「
人
道
」
、
そ
れ
に
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
を
す
べ
て
ま
と
め
た
「
悪
道
」
に
絞
ら
れ
て
い
る
。

し
ょ
う
ど
、
っ
し
ん

そ
の
後
、
西
晋
時
代
の
漢
訳
ブ
ツ
ダ
伝
で
あ
る
覇
道
農
の
『
異
出
菩
薩
本
起
経
」
一
巻
(
大
正
三
、
六
一
九
頁
)
に
お
い
て
も
「
貰
識
」
がぷ

つ

見
え
、
さ
ら
に
西
晋
時
代
末
期
の
永
嘉
二
(
三

O
八
)
年
に
、
佐
一
法
護
(
月
支
の
人
、
敦
埠
生
ま
れ
)
が
天
水
寺
で
訳
出
し
た
ブ
ツ
ダ
伝
『
仏

せ
つ
ふ
ょ
う
き
ょ
う

説
普
曜
経
』
巻
四
(
大
正
三
、
五

O
七
頁
)
に
お
い
て
も
、
「
奔
識
」
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
責
識
」
「
奔
識
」
と
も
に
漢
字
上
古
・
中

古
音
(
ぜ

E
ロ汁

}Ew--uEロ加
U
W
)

は
同
じ
で
あ
り
、
同
訳
異
字
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

(
初
)

と
こ
ろ
が
、
本
来
、
プ
ツ
ダ
伝
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典

(2F
色
冨
〈
ぽ
E
足
-
な
ど
)
に
は
「
貫
識
」
・
「
奔
識
」
の
存
在
ど
こ
ろ
か
、
漢
訳

仏
典
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
面
は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
中
国
に
お
い
て
原
典
に
後
か
ら
加
え
ら
れ

インド・イラン起源の諸宗教と中国



た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
と
く
に
死
後
に
お
け
る
審
判
と
そ
の
後
の
三
世
界
(
天
国
・
人
間
界
・
地
獄
)
を
説
く
た
め
に
、
中
国
の

人
々
向
け
に
経
典
翻
訳
者
が
挿
入
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
仏
典
に
見
え
る
「
貫
識
」
が
漢
語
で
あ
っ
た
と
は
見
ら
れ
ず
、
非
漢
語
と
解
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
後
か
ら
原
典
に
加
え
ら
れ
る
際
に
、
仏
教
伝
来
以
前
に
中
国
で
信
奉
さ
れ
て
い
た
神
で
は
な
く
、
訳
経
者
が
新

た
に
「
貫
識
」
な
る
西
方
起
源
の
神
を
ブ
ツ
ダ
伝
に
入
れ
込
ん
だ
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
河
野
訓
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
瑞
応
本
起
経
』
に

は
支
謙
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
訳
は
僅
か
で
あ
り
、
同
経
は
先
行
す
る
『
小
本
起
経
』
と
『
中
本
起
経
」
(
後
漢
代
に
康
孟
詳
に
よ
り
漢
訳
)
の
両

経
を
そ
っ
く
り
採
用
す
る
形
で
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
『
小
本
起
経
」
は
、
「
貰
識
」
・
「
奔
識
」
が
登
場
し
な
い
現
行
の

『
修
行
本
起
経
』
(
後
漢
〈
一
九
七
年
〉
に
訳
出
)
の
ず
謹
聞
に
立
つ
と
言
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
神
は
本
来
『
中
本
起
経
』
に
挿
入
さ
れ
て
い
た
可

能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

『
中
本
起
経
』
の
訳
者
で
あ
る
康
孟
詳
が
、
そ
の
「
康
」
と
い
う
姓
か
ら
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

「
貰
識
」
・
「
奔
識
」
の
原
語
は
、
ソ
グ
ド
語
の
U
ロP
H
V
R
d
『
あ
る
い
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
官
同

g
の
よ
う
に
、
「
五
」
の
要
素
を
含
ん
だ
ソ

グ
ド
語
も
し
く
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

ぞ
ろ
い
ち
あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

や
が
て
五
胡
・
東
晋
以
降
に
な
っ
て
く
る
と
、
『
増
萱
阿
含
経
」
な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
責
識
」
・
「
奔
識
」
と
い
う
胡
神
名
は
見
当
た
ら

じ
く
ぷ
つ
ね
ん

な
く
な
り
、
「
五
道
大
神
」
と
い
う
漢
語
名
の
み
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
挑
秦
(
後
秦
)
に
お
け
る
涼
州
沙
門
の
竺
偽
念
が
訳
し
た

日
さ
っ
し
ょ
た
い
き
ょ
う

『
菩
薩
処
胎
経
』
巻
四
(
大
正
十
二
、
一

O
三
一
一
一
頁
)
に
「
五
道
神
識
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
過
渡
的
な
形
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
か

ら
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
仏
教
受
容
の
初
期
(
後
漢
1
西
晋
時
期
)
に
お
け
る
漢
訳
経
典
に
お
い
て
、
西
方
伝
来
の
神
で

あ
る
「
責
識
」
・
「
奔
識
」
が
冥
界
へ
の
入
り
口
に
た
ち
、
転
生
先
(
三
道
)
を
決
定
す
る
立
場
の
審
判
者
と
な
っ
て
い
た
。
②
そ
れ
が
東
晋
期

(
四
世
紀
)
に
な
る
と
、
次
第
に
「
五
道
大
神
」
と
い
う
神
名
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
以
降
、
固
定
的
に
使
わ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に

な
り
、
後
々
中
国
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
神
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

インド・イラン起源の諸宗教と中国09 



ま
た
死
後
の
審
判
者
で
あ
る
「
責
識
H

五
道
大
神
」
は
、
生
前
の
行
い
に
よ
り
そ
の
後
の
行
き
先
を
裁
定
し
た
が
、
漢
訳
経
典
で
は
そ
れ
は

仏
弟
子
と
し
て
守
る
べ
き
「
五
戒
」
「
十
善
」
の
う
ち
、
「
五
戒
」
を
守
れ
ば
生
前
と
同
様
の
人
の
世
界
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
十
善
」

で
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。
こ
の
「
五
戒
」
「
十
善
」
と
「
人
道
」
「
天
道
」
と
の
関
係
は
、
内
容
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
な
が

ら
も
、
多
く
の
経
典
で
繰
り
返
し
説
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
死
後
の
審
判
に
あ
た
っ
て
敬
慶
な
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
喧

伝
し
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
裁
定
す
る
審
判
者
に
対
し
て
、
世
俗
信
徒
が
熱
い
視
線
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
武
威
太
守
の
趨
丈
業
の
求
め
に
応
じ
て
、
建
元
二
十
(
三
八
四
)
年
夏
よ
り
翌
年
春
に
か
け
て
訳
出
さ
れ
た
と
も
言
わ

そ

う

が

だ

い

ぱ

け

い

ひ

ん

れ
る
。
僧
伽
提
婆
(
東
晋
閥
賓
三
蔵
)
の
「
増
萱
阿
含
経
』
巻
二
七
(
大
正
二
、
七
O
O頁
。
訳
一
、
阿
含
部
九
、
八
八

1
八
九
頁
)
に
は
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
認
め
ら
れ
る
。

び
し
や
ら
せ
ん

す
な
わ
ち
、
長
者
で
あ
る
見
舎
羅
先
が
臨
終
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
際
、
彼
が
「
五
道
大
神
」
に
事
え
て
死
後
の
御
利
益
を
求
め
よ
う
と

し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
五
道
大
神
」
が
毘
舎
羅
先
に
対
し
て
、
自
分
に
事
え
る
よ
り
も
ブ
ツ
ダ
に
布
施
を
す
れ
ば
、
地
獄
に
落
ち
ず
に

「
福
無
量
」
を
得
る
こ
と
を
教
え
諭
す
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
長
者
は
死
後
、
ブ
ツ
ダ
に
布
施
を
し
た
功

徳
に
よ
り
四
天
王
中
に
「
生
天
」
し
た
、
と
い
う
。

10 インド・イラン起源の諸宗教と中国

こ
れ
は
、
仏
教
の
在
家
信
者
の
「
五
道
大
神
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
信
仰
が
、
や
や
も
す
れ
ば
ブ
ツ
ダ
よ
り
勝
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
お
り
、
こ
の
一
節
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
諌
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
冥
界
観
は
、
死
後
に
生
き
る
世
界
と
し
て
地
下
の
世
界
と
天
上
の
世
界
、
す
な
わ
ち
現
世
の
官
僚
組
織
を
模
し
た

冥
府
の
世
界
と
、
所
謂
、
天
上
の
神
仙
世
界
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
仏
教
が
伝
来
し
、
こ
の
伝
統
的
な
冥
界
観
に
強
く
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
伝
統
的
他
界
観
が
有
す
る
強
鞍
さ
を
考
え
れ
ば
、
仏
教
側
で
説
く
、
五
戒
・
十
善
の
保
持
や

功
徳
で
地
獄
に
落
ち
ず
に
「
為
人
」
(
人
道
)
か
「
生
天
」
(
天
道
)
が
約
束
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
中
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
の
伝
統

的
他
界
観
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
が
説
く
「
人
道
」
「
天
道
」
も
、
死
後
も
現
世
の
延
長



線
上
に
生
き
続
け
ら
れ
、
ー
あ
わ
よ
く
ば
「
天
上
世
界
」
へ
の
昇
天
さ
え
も
可
能
に
な
る
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
最
初
期
の
『
仏
説
太

子
瑞
応
本
起
経
」
に
お
い
て
仏
教
の
五
道
あ
る
い
は
六
道
で
は
な
く
、
三
世
界
(
天
・
人
・
悪
)
に
単
純
化
し
て
い
た
の
も
、
中
国
の
人
々
に

と
っ
て
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
と
す
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
来
当
初
よ
り
仏
教
は
、
死
後
の
行
き
先
を
審
判
す
る
胡
神
を
登
場
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
南
北
朝
期
よ
り
次
第
に
高

ま
る
仏
教
信
仰
の
う
ね
り
の
中
で
、
五
道
大
神
と
し
て
定
着
し
て
生
き
続
け
、
中
国
の
冥
界
の
神
と
し
て
不
動
の
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
か
た
ち
で
死
後
の
審
判
思
想
は
、
説
晋
南
北
朝
以
降
、
在
来
の
宗
教
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
徐
々
に
中
国
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
見

ら
れ
る
。
や
が
て
五
道
大
神
と
並
ん
で
後
に
は
閤
羅
大
王
が
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
か
た
ち
で
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
審
判
者
に
な
っ
て
い
っ
た
。

同
じ
よ
う
に
、
天
国
・
地
獄
の
観
念
や
メ
シ
ア
思
想
も
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
説
明
は
で
き
・
な
い
が
、
中
国
に
お
い
て
浄
土
・
冥
府
思
想
や
弥

動
・
地
蔵
菩
薩
の
信
仰
な
ど
と
し
て
広
く
流
布
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

実
は
、
仏
教
が
伝
来
し
て
以
降
の
一
千
年
紀
は
、
中
国
に
お
け
る
死
後
観
念
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
仏
教
を
始
め
と
す

る
西
方
伝
来
の
宗
教
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
観
念
が
、
中
国
の
伝
統
的
な
冥
界
観
と
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
1

独
特
の
冥
界
観
を
形
作
っ
て
い

っ
た
。
と
く
に
唐
と
い
う
時
代
は
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
一
定
の
「
か
た
ち
」
を
固
め
、
今
に
つ
な
が
る
冥
界
観
の
基
礎
を
作
る
と
と
も
に
、
ユ

ー
ラ
シ
ア
東
部
地
域
に
そ
れ
が
一
様
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
を
よ
り
巨
視
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
イ
ラ
ン
起
源
の
宗
教
が
有
し
た
、
神
に
よ
る
審
判
・
天
国
と
地
獄
・
メ
シ
ア
な
ど
の
思

想
や
観
念
は
、
西
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
た
諸
宗
教
(
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
l
ム
な
ど
)
と
と
も
に
、
仏
教
に
も
強

く
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
世
界
史
の
動
向
と
し
て
、
西
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
諸
地
域
と
連
動
す
る
か
た
ち
で
、
中
国
を
中
心

と
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
地
域
で
も
、
こ
れ
ら
の
思
想
や
観
念
が
、
在
来
の
そ
れ
と
融
合
し
一
部
変
容
し
な
が
ら
も
、
仏
教
の
伝
播
を
通
じ
て

インド・イラン起源の諸宗教と中国

普
及
・
定
着
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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臼
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h
h
h
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円
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F
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E
R
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zz一g
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H
0・切
E
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N
o
g
-
匂

-HN
∞

(
2
)

両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
吉
田
豊
氏
に
よ
り
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
豊
「
中
央
ア
ジ
ア
オ
ア
シ
ス
定
住
民
の
社
会
と
文
化
」
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文

化
」
入
、
中
央
ア
ジ
ア
史
、
一
九
九
九
、
五

0
1
五
一
頁
、
同
「
ソ
グ
ド
人
と
ソ
グ
ド
の
歴
史
」
曽
布
川
寛
・
吉
田
豊
編
『
ソ
グ
ド
人
の
美
術
と
言
語
』
臨
川
書
宿
、

二
O
一
一
、
四

0
1
四
二
頁
。
ま
た
青
木
健
氏
は
、
「
ソ
グ
ド
的
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
」
と
呼
ん
で
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
と
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
青
木
健
『
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
史
|
|
ー
古
代
ア
l
リ
ア
・
中
世
ペ
ル
シ
ア
・
現
代
イ
ン
ド
』
刀
水
書
房
、
二
O
O
八
、
一
九
九

1
二
O
五
頁
。

(
3
)

池
田
温
「
八
世
紀
中
葉
に
お
け
る
敦
慢
の
ソ
グ
ド
人
衆
落
」
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
研
究
』
一
、
一
九
六
五
、
五
O
頁
。

(
4
)

谷
憲
「
内
陸
ア
ジ
ア
の
傷
身
行
為
に
関
す
る
一
試
論
」
『
史
学
雑
誌
』
九
一
一
一
ー
l
六
、
一
九
八
四
、
四
一

FIt-
五
七
頁
、
雷
聞
「
割
耳
執
務
面
与
刺
心
剖
腹
i
|
|
粟
特
対

唐
代
社
会
風
俗
的
影
響
」
栄
新
江
等
主
編
『
従
撤
罵
爾
干
到
長
安
|
|
粟
特
人
在
中
国
的
文
化
遺
誠
一
』
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
O
O
四
、
四
一
III-
四
人
頁
。

(
5
)

影
山
悦
子
「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
出
土
の
オ
ツ
ス
ア
リ
(
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
納
骨
器
V

に
つ
い
て
」
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
四
O
l
一
、
一
九
九
七
、
七
一
一
一
ji--4
八
九

頁
、
同
「
中
国
北
部
に
居
住
し
た
ソ
ク
ド
人
の
石
製
葬
具
浮
彫
」
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
六
一
、
二
O
O
四
、
七
一
頁
注
六
。
ま
た
ソ
グ
ド
人
の
移
住
地
の
な
か
で

も
中
国
本
土
か
ら
の
出
土
が
確
認
で
き
な
い
の
は
、
彼
ら
の
葬
送
の
あ
り
方
が
漢
人
の
文
化
圏
に
あ
っ
て
は
特
異
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

(
6
)

史
君
墓
の
墓
室
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
「
石
榔
」
の
レ
リ
ー
フ
に
は
、
死
後
に
展
開
す
る
一
連
の
シ

I
ン
が
彫
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ

l
教
と
基
本
的
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
前
掲
『
ソ
グ
ド
人
の
美
術
と
言
語
』
二
五
三

1
二
六
八
頁
。

町
田
隆
吉
「
中
国
古
代
仏
寺
称
謂
孜
|
|
一
刺
と
寺
」
『
国
際
学
レ
ヴ
ュ
l
』
一
一
一
一
号
、
二
O
O
一
、
二
九

1
四
五
百
九

0
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王
丁
「
南
太
后
考
|
|
吐
魯
番
出
土
北
涼
写
本
《
金
光
明
経
》
題
記
与
古
代
高
昌
及
其
枇
郷
地
区
的
那
那
信
仰
与
板
教
遺
存
」
『
粟
特
人
在
中
国
|
l
l
歴
史
・
考

古
語
言
的
新
探
索
』
(
『
法
国
漢
学
』
十
輯
)
中
華
童
日
局
、
二
O
O
五
、
四
三

0
1
四
五
六
頁
。

栄
新
江
「
吐
魯
番
出
土
《
金
光
明
経
》
写
本
題
記
与
祇
教
初
伝
高
昌
問
題
」
『
西
域
文
史
』
第
二
輯
、
科
学
出
版
社
、
北
京
、
二
O
O
七
。

ト
ユ
ク
石
窟
寺
院
の
近
く
か
ら
は
、
一
献
教
徒
ソ
グ
ド
人
が
使
っ
た
オ
ツ
ス
ア
リ
が
出
土
し
て
い
る
。
前
掲

(5)
影
山
論
文
(
一
九
九
七
)
、
七
八

1
八
O
頁
。

(9) 

(
日
)



(
日
)
高
昌
国
の
莱
寺
が
月
ご
と
に
ま
と
め
た
穀
物
支
給
会
計
簿
。
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
、
ア
ス
タ
ー
ナ
古
墳
群
の
三
七
七
号
墓
よ
り
出
土
。
唐
長
橋
主
編
、
中
国
文
物
研

究
所
・
新
彊
維
五
口
爾
自
治
区
博
物
館
・
武
漢
大
学
歴
史
系
編
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
萱
、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
二
、
四
0
0
1四
O
五
頁
。

(
ロ
)
栄
新
江
「
仏
像
還
是
萩
神
?
l
|
従
子
関
看
線
路
宗
教
的
混
同
形
態
」
『
九
州
学
林
」
一
r
1
二
、
ニ

0
0
=
一
、
九
三

1
一
一
五
責
。

(
日
)
栄
新
江
前
掲
(
ロ
)
論
文
、
一

O
入
頁
。

(
日
)

吉
田
豊
「
ソ
グ
ド
語
資
料
か
ら
見
た
ソ
グ
ド
人
の
活
動
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
一

二
二
七

1
ご
四
八
頁
。

(
日
)
史
君
墓
か
ら
は
、
ソ
グ
ド
語
と
漢
語
の
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
。
円
念
宮
〈
包
包
宵
冊
目
品
開
・
寸
円
O
B百
三
(
包
伊

)
-
F
g
P
R
E
M
m
g

。
区
ロ
巾

-
H
M
R
F
N
o
g
-
3・
hqE斗
N.

(
日
)
メ
ア
リ
l
，
ボ
イ
ス
/
山
本
由
美
子
訳
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二

O
一
O
、
六
頁
・
一
六
人
頁
。
岡
田
明
憲
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
神
秘
恩

想
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
人
入
、
一
四
五
1
一
六
九
頁
。
青
木
健
、
前
掲
書
、
一

O
二
貝
ほ
か
。
た
だ
し
青
木
健
氏
は
、
「
菩
薩
信
仰
を
中
心
と
す
る
多
神
教

的
な
教
義
や
、
極
楽
崎
市
土
へ
の
往
生
を
祈
願
す
る
静
土
教
の
中
に
、
イ
ラ
ン
高
原
の
ア
l
リ
ア
民
族
の
宗
教
が
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
そ
の
ア
l

リ
ア
民
族
の
宗
教
が
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
の
教
え
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

(
げ
)
田
辺
勝
美
「
ガ
ン
ダ
l
ラ
仏
の
起
源
」
『
ガ
ン
ダ
l
ラ
か
ら
正
倉
院
へ
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
八
、
二
五
j
五
O
頁
、
同
「
六
道
銭
か
ら
カ
ロ
l
ン
の
渡
船
賃

へ
」
「
仏
像
の
起
源
に
学
ぶ
性
と
死
』
柳
原
出
版
、
二

O
O
六
、
三
一
一
一

1
三
四
頁
。

(
路
)
小
谷
仲
男
「
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
議
伽
師
と
弥
動
信
仰
」
『
ガ
ン
ダ
l
ラ
美
術
と
ク
シ
ャ
ン
王
朝
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
六
、
二
二
人

1
二
五
五
頁
。

(
印
)
前
掲
注
(
日
)
の
著
書
ほ
か
。

(
初
)
溝
口
史
郎
訳
『
ブ
ツ
ダ
の
境
涯

E
E〈
抜
高
知
』
東
方
出
版
、
一
九
九
六
。

(
幻
)
河
野
訓
「
初
期
中
国
仏
教
の
仏
伝
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
|
『
修
行
本
起
経
』
に
関
連
し
て
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
一
一
一
一
一
、
一
九
九
一
、
一
一
一
七

1
一
七
六
頁
。

(
辺
)
た
だ
し
地
獄
の
思
想
な
ど
は
、
冥
府
と
結
び
付
く
か
た
ち
で
独
特
の
展
開
を
示
し
つ
つ
、
や
が
て
は
現
世
の
延
長
た
る
地
下
世
界
の
観
念
に
埋
没
し
た
と
の
見

方
も
あ
る
。
朴
永
哲
「
中
世
中
国
に
お
け
る
地
獄
と
獄
訟
|
|
書
回
代
地
獄
説
話
に
見
え
る
法
と
正
義
」
『
史
林
』
入
O

四
、
一
九
九
七
、
一

O
五
i
一
一
人
頁
。

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
統
合
九
1
一
六
世
紀
」
岩
波
書
庖
、
一
九
九
七
、
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(
あ
ら
か
わ

ま
さ
は
る
/
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
)
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